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『
桶
一
物
語
』
の
作
者
は
、
云
う
ま
で
も
友
く
『
ガ

P
Nソ
ア
旅
行
記
』

を
書
い
た
ス
イ
フ
ト
で
あ
る
。
『
ガ

p
ヴ
ァ
旅
行
記
』
を
書
い
た
が
、

六
十
六
才
に
近
い
ス
イ
フ

F
で
あ
る
の
に
反
し
て
『
桶
物
語
』
の
作
者

は
、
三
十
才
に
友
っ
た
ぽ
か
り
の
若
い
ス
イ
ブ
ト
で
あ
る
。

『ガ

p
ヴ
ァ
旅
行
記
』
と
一
式
え
ば
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し

本
の
名
や
物
語
の
筋
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
割
に
、
作
品
の
真
意
や
真

価
に
つ
い
て
は
、
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。
子
供
の
こ
ろ
に
、
絵
本
や

古－
I可

修

－H
斗

物
語
の
木
を
通
し
て
、
『
ガ
リ
ヴ
ァ
旅
行
記
』
に
接
し
た
多
く
の
人

が
、
大
人
に
友
っ
て
、
そ
の
河
じ
グ
イ
ト
ル
の
『
ガ
リ
ヴ
ァ
旅
行
記
』

を
読
む
こ
と
に
、
二
種
の
て
れ
く
さ
さ
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
有
害

友
て
れ
く
さ
さ
で
あ
る
。
ス
イ
フ
ト
の
世
界
は
た
伽
噺
の
世
界
で
は
友

ぃ
、
近
代
の
イ
官
一
マ
ー
を
予
言
し
た
き
び
し
い
世
界
で
あ
る
。

『
ガ
日
ソ
ヴ
ァ
旅
行
記
』
は
、
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
で
あ
る
。
物
語
の

筋
だ
け
を
追
え
ぽ
、
他
愛
も
友
い
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
ら
し
い
意
味
が
、
絶
え
や
見
つ
け
だ
さ
れ
る
作

品
で
あ
る
。
現
代
の
読
者
は
、
馬
の
閤
に
興
を
馳
せ
て
い
る
時
、
ヤ
フ

ー
の
み
に
く
い
姿
に
自
ら
の
婆
を
見
出
し
て
、
ぞ
っ
と
す
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、
む
つ
か
し
い
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
桶
物
語
』

は
言
も
っ
と
む
つ
か
し
い
作
品
で
る
る
。
ス
ぷ
フ
ト
と
同
時
代
の
ヴ
オ

ー
ル
一
ア
ー
ル
は
、
『
哲
学
書
簡
』
の
書
笥
第
二
十
二
で
、
「
ィ
ギ
り
／
ス

の
一
フ
プ
レ

1
」
と
し
て
ス
イ
フ
ト
を
と
り
る
ゆ
、
『
桶
物
語
』
が
、
ブ

ラ
シ
ス
で
は
「
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぶ
ん
－
な
も
の
し
で
あ
る
と
の
ペ
、
「
佼
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を
充
分
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
薗
へ
一
寸
行
っ
て
み
友
け
れ
ぽ
な

ら
ぬ
L

と
そ
の
難
解
さ
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
「
彼
の
国
」
で
あ
る
英

国
に
沿
い
て
さ
え
、
一
初
版
後
数
年
し
て
出
版
さ
れ
た
『
橋
物
語
』
の
第

五
版
に
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
ス
イ
フ
ト
自
身
の

E
〉
H
U
G

－。ぬ可

自
己
開
以
内
℃

E
S
Zミ
z
c
g由
主
が
つ
け
ら
れ
、
作
品
理
解
の
一
助
と
さ

れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
殆
ど
同
時
に
、
除
。
。
送
、
同
町
庶
民
ご
皆
同
窓

吋
ね
な
ミ
，
h
N

吋
忘
と
題
す
る
小
冊
子
が
発
行
さ
れ
て
、
『
桶
物
語
』

の
註
釈
書
の
役
目
を
果
し
た
佼
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
『
桶
物
語
』
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な

い。
『
語
物
語
』
は
、
重
要
な
書
物
で
あ
る
。
『
ガ
リ
グ
ァ
旅
行
記
』
と
と

も
に
、
ス
イ
フ
ト
的
世
界
の
金
字
塔
で
る
る
。
『
桶
物
語
』
執
筆
当
時

す
で
に
、
思
想
的
花
、
ま
た
文
学
的
投
法
に
沿
い
て
、
成
熟
の
域
に
達

し
て
い
た
ス
イ
フ
ト
は
、
こ
の
作
品
に
、
伎
の
天
才
を
遺
憾
友
く
発
揮

し
た
。
伎
の
天
才
は
、
放
の
時
代
に
安
住
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の

天
才
は
、
伎
の
生
活
と
思
想
と
が
、
殺
の
時
代
の
社
会
的
環
境
と
時
代

思
想
の
幹
の
な
か
で
、
説
り
な
が
ら
た
て
る
不
協
音
の
友
か
に
感
ヒ
と

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
絢
糟
た
る
天
才
で
も
、
誇
れ
る
天
才
で
も
な
い
。

孤
高
の
天
才
で
も
友
い
。
近
代
の
子
と
し
て
生
れ
友
が
ら
近
代
人
に
な

り
え
4

広
か
っ
た
ス
イ
フ
ト
の
天
才
は
、
友
や
め
る
天
才
で
あ
る
。
友
ゃ

あ
る
非
近
代
的
近
代
人
の
う
め
き
は
、
現
代
人
の
魂
の
な
か
に
、
占
な
ま

な
ま
し
く
余
韻
し
て
い
る
。

ス
イ
フ
ト
の
時
代
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
、
と
く
に
意
味
深
い
時
代

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ョ

I
ロ
？
パ
文
化
の
近
代
化
の
方
向
を
決
定
し
た

時
代
で
あ
る
と
一
疋
う
意
味
に
な
い
で
、
現
代
に
直
接
む
す
び
っ
く
。
時

代
の
川
底
に
足
を
ふ
、
亨
え
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
に
抗
し
た
ス
イ
フ
ト

は
、
彼
の
時
代
の
鋭
い
批
判
者
で
あ
る
。
と
同
時
花
、
現
代
の
批
判
者

で
も
る
る
。
。
ヘ
シ
ミ
ス
一
ア
イ
？
ク
な
批
判
者
で
あ
る
。
余
り
に
も
、
非

近
代
的
で
あ
る
、
そ
し
て
、
現
代
的
で
る
る
、
現
代
文
化
の
明
日
に
つ

い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
危
機
を
、
ス
イ
フ
ト
が
す
で
に
感
じ
て
い

た
と
云
う
意
味
に
む
い
て
。
し
か
し
、
彼
は
、
形
而
上
学
的
思
想
家
で

も
、
哲
学
者
で
も
友
か
っ
た
。
す
か
仏
わ
ち
、
近
代
的
人
間
に
反
逆
し
友

が
ら
、
そ
れ
に
か
わ
る
人
間
像
を
つ
く
り
え
も
仏
か
っ
た
と
云
う
点
、
い

い
か
え
れ
ば
、
近
代
的
価
値
忙
危
機
を
感
じ
友
が
ら
、
そ
れ
に
か
わ
る

価
値
体
系
を
提
起
し
え
な
か
っ
た
と
云
う
点
に
、
ベ
シ
ミ
ス
テ
イ
？
ク

友
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ス
イ
フ
ト
の
限
界
が
あ
る
。
実
に
、
友
や
め

る
ス
イ
ブ
ト
的
世
界
は
近
代
で
は
ヒ
ま
り
、
現
代
で
終
る
べ
き
近
代
的

イ
ロ
品
！
の
世
界
で
あ
る
。

i2: 

こ
の
小
論
に
ゐ
い
て
、
私
は
、
「
縞
物
語
』
の
歴
史
的
背
景
と
意
味

と
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
ス
イ
フ
ト
的
世
界
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
一
試
み
た
。
も
ち
ろ
ん
四
苦
八
苦
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

英
↓
文
学
史
上
、
十
七
・
八
世
紀
は
、
最
近
、
ま
で
、
案
外
か
え
り
み
ら

れ
φ

広
か
っ
た
。
こ
と
に
、
私
が
こ
の
小
論
に
な
い
で
試
み
た
よ
う
友
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
い
ま
だ
充
分
完
成
さ
れ
て
い
な
い
。
全
く
の

2
5ロ件。

に
あ
る
。
こ
の
点
、
米
国
の
諸
大
学
に
た
け
る
一
連
の
英
文
学
研
究
者

た
ち
ー
そ
の
多
く
は
の
き
円
ぬ
σωF2σ
ロ
gw
河
・
司
・
し
「
。
ロ
2
・し『向

E
g



冨－

ouσ23wKF司
昨
日
苦
吋
問
・
凸
凶
器
な
ど
の
門
下
た
ち
ー
に
よ
っ
て
続

け
ら
れ
て
き
た
研
究
の
成
果
は
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
、

私
が
、
こ
の
小
論
を
書
含
あ
け
る
ま
で
に
は
、
こ
れ
ら
の
人
K

の
研
究

か
ら
、
多
く
の
貴
重
注
示
唆
と
援
助
と
を
う
け
た
こ
と
を
、
は
じ
め
に

申
し
そ
え
て
な
く
。中

世
か
ら
十
八
世
紀
へ

l
近
代
化
の
歩
み

i

句•＇.－＇

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
イ
フ
ト

C
C
E笹
川
目

ω司
氏
仲
）
は
十
七
世
紀
の
後

半
か
ら
十
八
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
び
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
を
舞
台
に
、
七
十
八
才
の
生
涯
を
送
っ
た
。
英
v

文
学
史
上
、
ス
イ

フ
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
「
十
八
世
記
英
文
学
し
の
分
野
で
と
り
あ
っ
か
わ

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
と
り
た
て
て
異

議
を
唱
え
は
し
な
い
が
、
一
般
に
、
歴
史
的
叙
述
に
た
け
る
時
代
区
八
万

円
か
そ
う
で
る
る
よ
う
に
、
，
文
学
史
上
に
な
げ
る
時
代
区
分
も
、
極
め
て

陵
味
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
陵
味
さ
が
、
と
き
ど
き
途
方
も

友
い
誤
解
や
先
入
観
、
乞
植
え
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
。
と
く
に
、
ス
イ
フ

ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
作
品
が
時
代
と
切
っ
て
も
き
れ
ぬ
関
係
に
あ
る

場
合
に
は
そ
の
時
代
的
な
位
置
づ
け
に
関
し
で
、
極
め
て
慎
重
ぜ
る
ら

ね
ば
友
ら
な
い
。

近
代
作
家
と
か
、
近
代
詩
人
と
か
、
近
代
文
学
と
か
一
五
う
こ
と
ぽ
が

使
わ
れ
る
。
ス
イ
ブ
ト
が
近
代
作
家
で
あ
り
、
ス
イ
フ
ト
の
文
学
が
近

代
文
学
医
属
す
る
と
一
五
う
こ
と
に
は
、
異
論
は
友
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
で

は
近
代

l
ヨ
i
ロ
ザ
パ
文
化
の
歴
史
に
な
げ
る
！
と
は
い
つ
頃
は
じ
ま

る
の
か
。
そ
し
て
、
ス
イ
ブ
ト
は
こ
の
近
代
の
い
か
た
る
時
期
に
位
置

す
る
の
か
。
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
、
ま
や
考
え
て
み
た
い
。

近
代
文
化
の
出
発
点
…
に
つ
い
て
、
ル
ネ
？
サ
ン
ス
期
及
び
宗
教
改
革

の
時
代
を
も
っ
て
、
近
代
文
化
が
は
じ
ま
る
と
云
う
見
解
が
、
も
勺
と

も
常
識
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
一
概
に
、
近
代
文
化
と
一
式
っ
て

も
、
そ
れ
が
今
日
の
現
代
文
化
の
諸
様
式
を
形
成
し
た
母
胎
で
も
る
る

こ
と
を
考
え
る
と
を
、
ル
ネ
y

サ
ン
ス
期
を
も
っ
て
近
代
文
化
が
は
じ

ま
る
と
を
め
つ
げ
る
の
は
、
す
こ
し
無
謀
で
あ
一
る
。
近
代
文
化
の
形
成

過
程
に
は
、
そ
の
様
相
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
い
く
う
か
の
段
階
が

認
日
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。
勿
論
、
複
雑
友
過
程
で
あ
る
。
ニ
の
複
雑
左

近
代
化
の
過
程
の
友
か
に
、
ス
イ
フ
ト
の
人
間
像
な
よ
び
ス
イ
フ
ト
的

世
界
の
背
景
を
、
で
き
る
だ
け
正
確
忙
と
ら
え
る
た
め
に
、
主
と
し
て

ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
の
ヨ

1
ロ
？
パ
思
想
史
の
教
授
の

E
号
切
ユ
5
0
D

T
Eム

の
著
主
E
N
R
H
b
h
N切
む
昌
弘
出
向
町
、
時
〈
〕
戸
川
町
ω
Q
）
に
し
た
が
っ
て
、
ヨ

l
ロ？

。
ハ
文
化
の
近
代
化
の
過
程
に
一
瞥
を
与
え
た
い
。

結
詣
的
友
こ
と
か
ら
一
去
っ
て
み
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
中
世
的
世
界

は
、
一
四
五

O
年
を
中
心
と
す
る
ル
、
ネ
γ

サ
ン
ス
の
勃
興
期
と
と
も
に

決
定
的
友
変
容
を
は
巳
め
る
。
し
か
し
、
同
時
に
近
代
世
界
が
完
成
し

た
の
で
は
左
い
。
現
代
文
化
の
直
接
的
な
母
胎
と
な
っ
た
近
代
文
化
の

基
調
は
、
十
八
世
紀
を
中
心
と

L

ず
る
「
啓
蒙
時
代
1

一
に
ほ
と
ん
ど
完
全

に
整
う
の
で
あ
る
。
す
宏
一
わ
ち
、
一
四
五

O
年
か
ら
一
七

O
O年
に
否
一

る
間
は
、
中
世
的
世
界
か
ら
近
代
的
世
界
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
。
以
上

13 



の
こ
と
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
て
み
よ
う
。

ω
中
世
世
界
の
基
調
。

l
戦
争
、
封
建
的
束
縛
、
経
済
的
不
平
等

色
な
ど
に
満
ち
る
中
世
世
界
は
、
政
治
的
、
経
済
的
に
は
、
決
し
て
安
定

し
た
世
界
で
は
な
い
。
し
か
し
、
中
世
人
は
、
一
種
の
安
定
感
の
4

な
か

に
生
を
て
い
た
。
こ
の
矛
盾
し
た
よ
う
友
世
界
を
支
え
た
基
調
に
つ
い

て
、
三
つ
の
点
が
挙
仲
ら
れ
る
。
第
一
に
、
超
自
然
的
な
も
の
！
神
ー

に
対
す
る
信
仰
で
る
る
。
第
二
は
、
想
像
力
の
ゆ
た
か
さ
、
ナ
ιな
わ
ち

出
異
常
な
も
の
、
無
隈
的
な
も
の
へ
の
真
撃
ち
仏
追
求
心
で
る
る
。
第
三
は

度
重
友
る
暴
挙
一
・
で
あ
る
、
ず
友
わ
ち
戦
争
や
殺
人
は
、
政
治
的
、
経
済

的
に
極
め
て
不
安
定
ゑ
世
界
に
怯
ん
で
い
た
中
世
人
に
と
っ
て
、
そ
れ

ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
4

広
か
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
点
を
中
世
文
化
の
基

調
で
あ
る
と
一
式
わ
れ
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
ば
、
そ
こ
に
大
き
な
矛
盾

を
感
じ
る
で
る
ろ
う
。
す
友
わ
ち
、
神
へ
の
深
い
信
仰
や
無
限
的
友
も

の
へ
の
追
求
心
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
安
定
感
と
と
も
に
、
極
め
て
残
忍

及
、
不
安
定
左
現
実
が
存
在
し
た
と
一
式
う
こ
と
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾

こ
そ
、
中
世
文
化
の
基
盤
を
理
解
す
る
鍵
な
の
で
あ
る
。

中
世
人
の
生
活
に
お
け
る
安
定
（
ωゅ
の
口
氏
弓
）
は
、
わ
れ
わ
れ
サ
世

紀
人
が
考
え
る
安
定
と
は
、
根
本
的
に
異
る
。
中
世
人
は
地
上
に
た
り

る
天
国
を
、
当
て
に
し
友
か
っ
た
。
日
常
生
活
に
た
け
る
蓑
沢
、
医
学

の
進
歩
、
道
路
の
改
良
友
ど
の
如
き
世
俗
的
危
安
易
さ
を
、
現
世
に
求

め
よ
う
と
は
し
友
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
陰
惨
友
現
実
が
、
来
世
的
友
求

法
へ
の
彼
ら
の
憧
れ
を
、
た
か
め
た
と
も
一
式
え
る
。
中
世
入
に
と
っ
て

披
ら
の
生
活
を
左
右
し
、
彼
ら
の
運
命
を
決
定
す
る
力
は
、
彼
ら
白
身

の
手
中
に
は
友
く
、
神
の
手
中
に
あ
る
。
こ
の
世
は
、
人
聞
の
魂
に
と

っ
て
の
試
療
の
場
所
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
教
会
が
教
え
る
戒
律
に
し
た
が

っ
て
、
五
し
く
生
を
る
こ
と
に
上
っ
て
、
こ
の
試
煉
に
堪
え
た
人
々
に

は
〉
来
世
に
な
げ
る
救
韓
日
か
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

来
世
的
友
救
済
へ
の
深
い
憧
れ
こ
そ
、
中
世
人
の
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰

の
核
心
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
ず
友
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
中
世

人
に
、
来
世
に
な
げ
る
一
大
国
を
約
束
す
る
と
同
時
に
、
品
ず
い
や
不
安
左

物
質
的
扶
乏
に
満
た
さ
れ
た
現
世
の
生
活
に
、
意
味
と
目
的
と
を
与
え

た
。
ず
友
わ
ち
、
彼
ら
は
、
神
の
訴
に
な
げ
る
人
閣
の
弱
さ
や
限
界
を

知
れ
ぽ
こ
そ
、
神
へ
の
帰
依
を
通
し
て
、
現
世
的
友
不
安
定
を
、
一
種

の
安
定
感
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
一
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
聞

が
根
本
的
に
自
ら
を
神
に
ゆ
だ
ね
得
た
世
界
で
あ
っ
た
が
故
に
、
社
会

的
に
は
不
安
定
で
あ
っ
た
中
世
世
界
も
、
八
神
の
世
界

V
で
あ
り
得
た

の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
人
々
と
神
と
の
聞
に
た
っ
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界

を
統
一
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
教
会
一
で
あ
る
。
教
会
は
、
強
力
た
権
力
と

き
び
し
い
戒
律
に
よ
っ
て
、
人
K

の
自
由
左
思
考
を
束
縛
し
た
。
し
か

し
そ
の
こ
と
が
、
か
え
っ
て
、
入
、
々
の
神
へ
の
帰
依
を
深
め
た
こ
と
は

疑
え
な
い
。
か
か
る
世
界
の
も
仏
か
で
中
世
文
化
が
育
っ
た
の
で
あ

る。

ω
近
代
化
の
き
ざ

L
iヒ
ュ

i
マ
｝
一
ズ
ム
！
。
し
か
し
、
一
四
五

O
年
頃
か
ら
十
七
世
紀
の
後
半
に
か
け
て
の
時
代
、
す
な
わ
ち
ル
、
不
吋
ノ

サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
を
中
心
と
す
る
時
代
は
、
中
世
世
界
の
基
調
の
変



質
と
分
解
と
を
決
定
化
し
、
こ
こ
に
近
代
世
界
の
育
成
期
が
は
じ
ま
る
。

一
般
に
、
学
芸
の
復
興
、
宗
教
改
革
、
自
然
科
学
の
勃
興
、
貨
幣
経
済

に
基
く
新
し
い
経
済
体
制
な
ど
が
、
近
代
化
の
基
盤
と
し
て
、
と
り
あ

ゆ
ら
れ
る
が
、
か
か
る
現
象
画
だ
け
を
と
り
あ
け
る
だ
け
で
は
、
近
代
佑

の
基
調
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
に
、
分
で
不
充
あ
る
、
と
剖
ユ
コ
件
。
ロ
教

授
は
説
く
。
も
ち
ろ
ん
中
世
か
ら
近
代
へ
の
推
移
の
過
程
に
あ
る
文
化

の
諸
要
素
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
容
易
友
こ
と
で
は
友
い
が
、
同
教
授

は
、
近
代
化
の
基
調
を
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ

i
マ
ユ
ズ
ム
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ヂ
ズ
ム
、
ム
口
理

主
義
で
あ
る
。
そ
の
各
々
に
つ
い
て
、
考
え
よ
う
。

ま
や
、
ヒ
ュ

i
マ
ユ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
る
る
が
、
こ
こ
で
云
う
ヒ
ユ

l
マ
ユ
ズ
ム
と
は
、
ル
、
ネ
サ
サ
ン
ス
期
の
ヒ
ュ

l
マ
一
一
ス
ト
の
態
度
で

あ
る
。
ど
の
よ
う
な
態
度
か
。
ヒ
ユ

i
マ
一
一
ス
ト
は
、
世
界
観
に
な
い

で
、
第
一
義
的
に
、
神
学
的
で
も
、
合
理
主
義
的
で
も
左
い
。
す
友
わ

ち
、
中
世
的
で
も
、
近
代
的
で
も
友
い
。
彼
ら
は
、
神
学
中
心
の
中
世

的
理
念
、
す
な
わ
ち
ス
コ
ラ
哲
学
に
具
現
さ
れ
て
い
る
中
世
的
友
思
索

態
度
を
許
容
し
な
い
が
、
中
世
的
友
価
佳
に
か
か
わ
る
価
値
を
発
見
し

た
プ
ロ
テ
ス
グ

γ
ト
的
世
界
観
や
合
理
主
義
的
世
界
観
を
も
、
う
け
い

れ
な
い
。
ナ
友
わ
ち
、
ピ
ュ
ー
マ
ユ
ス
ト
は
、
中
世
的
左
宇
宙
観
に
対

す
る
意
識
的
な
反
逆
者
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
宇
宙

観
乞
築
き
あ
け
た
の
で
は
友
い
。
彼
ら
は
、
教
会
の
権
威
か
ら
人
間
を

解
放
し
た
。
徹
底
的
な
個
人
主
義
者
！
自
己
中
心
主
義
者

i
で
る
る
ヒ

ュ
1
マ
一
一
ス
ト
は
、
自
分
自
身
に
友
ろ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
そ
の

自
分
自
身
か
ら
何
を
つ
く
り
だ
す
べ
を
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
結
論

・
を
も
っ
て
い
た
か
っ
た
。

ル
ネ
ッ
サ

γ
ス
左
舞
台
花
、
活
躍
す
る
ヒ
ュ

1
マ
エ
ス
ト
は
、
特
権
階

級
、
ナ
友
わ
ち
一
般
大
衆
と
は
遊
離
し
た
エ
リ
ザ
ト
た
ち
で
あ
り
、
彼

ら
が
友
し
た
F

中
心
的
左
仕
事
は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
I
マ
文
化
ま
再
発
見

し
、
古
典
を
通
し
て
大
い
に
学
識
を
高
め
、
学
芸
の
諸
分
野
化
、
ル
、
ネ

ヲ
サ
シ
ス
の
華
を
咲
か
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

ヒュ

i
マ
己
ア
ム
は
、
ル
、
不
？
サ
ン
ス
の
華
を
咲
か
せ
た
と
同
時

に
、
中
世
へ
の
反
逆
で
も
あ
っ
た
。
ル
ネ
？
サ
ン
ス
を
招
来
し
た
条
件

に
つ
い
て
は
、
政
治
的
、
経
静
的
諸
条
件
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
左

ぃ
。
し
か
し
、
ヒ
ュ

l
マ
エ
ズ
ム
が
、
中
世
へ
の
反
逆
と
し
て
生
れ
る

の
は
、
中
世
世
界
に
沿
い
て
ロ

I
マ
教
会
の
権
威
に
支
え
ら
れ
て
き
た

理
想
と
現
実
の
大
き
な
ギ
ヤ
？
プ
、
す
た
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念

と
、
戦
争
や
封
建
的
桂
槽
に
満
ち
る
現
実
と
の
聞
に
よ
こ
た
わ
る
大
き

友
ギ
ヤ
ザ
。
フ
が
、
限
界
に
達
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ヒ
ュ
I
マ
一
一
ス

ト
は
不
安
定
の
な
か
の
安
定
と
一
式
う
矛
盾
に
基
礎
を
烏
く
重
苦
し
い
中

世
的
世
界
の
窓
を
あ
げ
て
、
新
鮮
友
昼
気
を
吸
い
込
ん
だ
の
で
る
る
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
態
度
に
は
、
生
新
の
気
に
溢
れ
、
ひ
た
す
ら
人

間
中
心
を
謡
歌
し
て
止
ま
ぬ
放
逸
友
態
度
か
ら
、
古
典
的
秩
序
の
友
か

に
調
和
を
求
め
よ
う
と
し
た
抑
制
的
友
態
度
ま
で
、
種
々
相
が
み
ら
れ

る
。
き
た
、
政
治
思
想
の
見
地
か
ら
み
れ
ぼ
、
ヒ
ュ

i
マ
一
一
ス
ト
の
ヱ

リ
？
ト
と
し
て
の
強
い
自
意
識
が
、
貴
族
主
義
的
、
君
主
主
義
的
傾
向

を
生
ん
だ
と
云
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
云
っ
た
よ
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う
に
、
彼
ら
自
身
の
新
し
い
価
値
体
系
を
も
っ
て
、
自
ら
の
世
界
観
を

う
く
り
あ
け
な
か
っ
た
と
一
五
う
意
味
に
た
い
て
、
彼
ら
の
世
界
に
は
、

ロ
l
マ
教
会
に
支
え
ら
れ
た
中
世
的
危
統
一
も
、
合
理
主
義
に
基
礎
づ

け
ら
れ
た
近
代
的
な
前
進
も
友
か
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
、
神
学
的
及
、
来
世
中
心
的
友
中
世
界
界
か
ら
の
脱
却
を
試
み
、
人

間
中
心
の
、
現
実
的
友
、
世
搭
的
な
世
界
へ
の
途
を
ひ
ら
い
た
と
一
耳
う

意
味
に
な
い
て
、
中
世
の
破
壊
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
代
化
の
推
進

者
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ

I
マ
－
一
ズ
ム
は
、
中
世
的
な
も
の
を

完
全
に
は
、
清
算
し
き
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
十
七
・
八
世
紀
の
啓
蒙

主
義
者
や
合
理
主
義
者
の
如
く
、
人
間
の
進
歩
を
確
信
し
て
、
地
上
の

、
天
国
を
夢
み
る
近
代
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
も
な
か
っ
た
と
一
古
う
意
味

に
沿
い
て
、
決
し
て
近
代
的
人
間
像
の
完
成
者
で
は
る
り
得
左
か
っ

た。

ω
プ
ロ
テ
ス
グ
ン
チ
ズ
ム
。

i
プ
甘
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
運
動
は

歴
史
的
事
件
と
し
て
は
、
十
六
世
紀
の
一
初
頭
か
ら
、
ル
ッ
タ
ー
や
カ

ル
ヴ
ア
シ
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
宗
教
改
革
と
ゑ
つ
で
あ
ら
わ
れ
る

が
、
。
フ
ロ
デ
ス
ク
ン
チ
ズ
ム
も
、
ヒ
ュ

1
マ
品
ズ
ム
と
同
ヒ
く
、
中
世

世
界
に
占
な
げ
る
神
学
的
！
キ
り
ス
ト
教
的

l
理
想
と
、
争
い
の
絶
え
ぬ

現
実
と
の
矛
盾
を
、
ぎ
り
ぬ
け
よ
う
と
す
る
る
が
を
の
一
つ
の
あ
ら
わ

れ
で
あ
る
。
勿
論
、

zg内
一
君
。
ぴ
需
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
た
重
要
な

点
、
す
ゑ
わ
ち
宗
教
改
革
と
資
本
主
義
勃
興
に
伴
う
経
済
的
諸
条
件
と

の
関
係
、
あ
る
い
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
り
ズ
ム
の
勃
興
に
伴
う
政
治
的
条
件

と
の
関
係
が
、
プ
ロ
一
ア
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
展
開
を
理
解
す
る
上
に
、

重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
疑
え
な
い
が
、
プ
ロ
テ
ス
グ
シ
ト
の
運
動

は
、
本
質
的
に
は
、
や
は
り
神
学
的
（

Soo－
。
ぬ
向
。
色
）
な
も
の
で
あ
っ

た。
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プ
ロ
テ
ス
グ
ン
チ
ズ
ム
の
運
動
は
、
宗
教
改
革
と
呼
ば
れ
る
け
れ
ど

も
、
運
動
に
参
加
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
は
、
決
し
て
改
革
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
注
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
ロ
ー
マ
教

会
の
権
威
に
よ
っ
て
ま
け
ら
れ
た
キ
り
ス
ト
教
か
ら
、
真
の
キ
リ
ス
ト

教
へ
の
復
帰
、
ず
友
わ
ち
究
極
的
に
は
、
イ
エ
ス
へ
の
復
帰
を
試
み
て

い
る
と
の
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
運
動
が
、
結
局
、

種
K

の
教
会
、
各
種
の
分
祇
を
生
み
、
必
や
し
も
彼
ら
が
い
だ
い
た
理

想
的
友
自
覚
が
果
さ
れ
た
の
で
は
友
か
っ
た
と
云
う
事
実
は
注
目
に
値

す
る
。勿

論
す
で
に
縄
れ
た
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
グ
シ
チ
ズ
ム
は
、
規
律
、

儀
式
、
組
織
、
伝
統
な
ど
外
的
友
附
属
物
を
も
っ
ロ

I
マ
教
会
の
既
成

権
威
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
、
生
れ
た
。
ロ
ー
マ
教
会
が
、
人
間
と
神

と
の
聞
に
存
在
す
る
障
碍
物
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ル
γ

グ
ー
や
カ

ル
ヴ
ァ
ン
は
、
教
会
一
の
権
威
に
反
抗
し
、
人
K

に
、
教
会
の
媒
介
を
通

し
て
で
は
な
く
、
官
一
接
に
聖
書
を
通
し
て
、
神
の
意
士
山
を
教
え
よ
う
と

試
み
た
。
た
し
か
に
、
改
革
者
た
ち

i
ウ
ィ
？
ク
リ
フ
、
フ
ス
、
ル
？
、

‘グ

i
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
友
ど

l
は
、
人
K

の
聞
に
、
母
国
語
の
聖
書
を
普

及
さ
せ
、
ロ

i
マ
教
会
の
権
威
の
か
わ
り
に
、
聖
書
の
権
威
、
す
友
わ

ち
イ
エ
ス
の
権
威
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
人
k

は
、
聖
書

を
通
し
て
神
の
意
志
を
知
る
た
め
に
は
、
聖
書
の
解
釈
を
必
要
と
し



た
e

改
革
者
た
ち
が
、
そ
の
解
釈
老
の
役
目
を
つ
と
め
た
σ

ル
？
タ
ー

は
、
ル
γ

グ
I
流
に
聖
書
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ル
？
グ
I

教
会
し
の
権
威
を
つ
く
り
る
け
た
の
で
あ
る
。
既
成
の
権
威
に
従
わ
ぬ

革
命
的
友
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
、
結
局
は
自
分
自
身
の
権
威
を
つ

〈
り
あ
け
て
、
他
に
強
制
す
る
結
果
と
友
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皮
肉

友
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ロ
シ
ヤ
革
命

に
沿
け
る
革
命
者
た
ち
が
辿
り
つ
い
た
皮
肉
友
運
命
で
も
あ
る
。

で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
の
指
導
者
た
ち
は
、
い
か
友
る
態
度

で
、
聖
書
を
解
釈
し
た
か
。
］
凶
円
山
口
件
。
ロ
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
根
本

的
友
態
度
忙
な
い
て
は
、
中
世
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
態
度
と
大
差
は
泣

か
っ
た
。
第
一
に
、
原
罪
に
つ
い
て
の
伝
統
的
友
キ
リ
ス
ト
教
的
の
教

理
を
、
プ
ロ
一
ア
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
は
と
り
い
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ヵ
ル
グ

ア
ン
は
、
人
間
の
獣
的
危
性
格
に
う
い
て
の
カ
ト

p
y
ク
的
な
考
え
を

一
そ
う
強
化
し
た
と
も
一
疋
え
る
。
ル
？
グ
ー
に
ふ
同
ぬ
い
て
も
、
こ
の
傾

向
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
。
フ
ロ
テ
ス
グ
ン
チ
ズ
ム
の
友
か
に
は
、

人
間
は
生
れ
友
が
ら
に
義
友
る
も
の
・
で
、
完
全
に
向
っ
て
無
限
の
進

歩
を
と
け
る
の
で
あ
る
と
云
う
啓
蒙
時
代
｜
十
八
世
紀
を
中
心
と
す
る

ー
の
オ
プ
一
ア
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
み
ら
れ
友
い
ば
か
、
り
か
、
人
間
の
完
全
性

（
吉
広
宮
内
守
口
広
三
に
対
す
る
否
定
的
態
度
が
み
ら
れ
る
。
第
二
に
、

プ
ロ
一
ア
ス
タ

γ
チ
ズ
ム
は
、
入
閣
の
理
性
に
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
集
中
す

る
合
理
主
義
的
立
場
、
芝
、
ろ
げ
い
れ
な
い
。
む
し
ろ
中
世
後
期
の
ロ
ー

マ
教
会
の
安
易
～
な
形
式
主
義
的
戒
律
か
ら
脱
し
て
、
個
人
の
魂
の
な
か

に
、
深
い
宗
教
的
感
情
を
は
ぐ
く
ん
だ
と
一
式
う
意
味
に
・
沿
い
て
、
非
合

理
的
友
情
念
を
、
人
k

に
植
え
つ
け
た
と
も
一
式
え
る
の
で
あ
る
。
第
三

化
、
初
期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
は
、
異
端
に
対
し
て
、
決
し
で
寛

大
会
O
H
0
3
5仲
）
で
は
友
か
っ
た
。
勿
論
、
キ
η

リ
ス
ト
教
史
上
に
九
叩
い

て、

Z
Z門
印

232
が
は
じ
め
て
公
忙
認
め
ら
れ
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

シ
ト
の
国
々
！
と
く
に
英
国
！
に
な
い
で
で
る
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
ヵ

ト
p
y
ク
教
徒
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
分
訳
の
聞
に
長
け
る
争
い
を
避

け
る
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
で
プ
ロ
一
ア
ス
グ
シ
チ
ズ
ム
本

来
の
態
度
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
位
一
体
説
に
基
く
蟻
烈
友
超
自
然
的
態
度
、
原
罪

に
つ
い
て
の
深
い
意
識
、
他
の
宗
祇
K
対
ず
る
排
他
的
態
度
を
一
不
す
ヅ

ロ
テ
ス
タ
シ
チ
ズ
ム
は
、
根
本
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
一
式
う
点

に
な
い
て
は
、
中
世
的
友
キ
リ
ス
ト
教
と
本
質
的
に
変
ら
友
い
が
、
中

世
の
カ
ト
り
？
ク
的
世
界
よ
り
も
、
一
そ
う
き
び
し
い
世
界
で
あ
っ
た

と
一
式
え
る
。
被
ら
の
神
は
、
中
世
の
神
よ
り
も
、
も
っ
と
暗
い
、
も
っ

と
神
秘
的
住
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
左
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
人
々
を

ロ
i
マ
教
会
の
桓
桔
か
ら
解
放
し
て
、
神
と
人
間
と
の
直
接
的
友
交
わ

り
を
試
み
た
と
一
再
う
点
一
に
沿
い
て
、
中
世
へ
の
反
逆
者
で
あ
り
、
近
代

化
の
推
進
者
で
あ
っ
た
。

ω
合
理
主
義

l
近
代
科
学
の
勃
興

i
。
近
代
化
の
第
三
の
基
調

は
、
合
理
主
義
と
、
そ
れ
を
確
証
づ
け
た
近
代
科
学
で
あ
る
。
こ
の
第

一
一
一
の
基
調
こ
そ
、
ヨ

i
ロ
V

パ
の
近
代
化
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
小
論
が
と
ら
え
よ
う
と
ナ
る
ス
イ
フ
ト
的
世
界
を
理
解
す
る
た
め

の
大
さ
友
鍵
で
る
る
。
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合
理
主
義
（
E
R
O
D色
目
的
自
）
は
、
多
種
多
様
に
定
義
さ
れ
る
が
、

∞
ユ
昇
。
ロ
教
授
に
し
た
が
え
ぽ
、
こ
の
合
理
主
義
と
一
五
う
抽
象
名
詞
は

宇
宙

i
自
然
界

i
の
動
き
は
、
人
間
の
合
理
的
、
客
観
的
友
思
案
作
用

に
相
通
や
る
も
の
で
る
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
数
学
上
の
問
題
を
解
ぎ
得

る
と
同
じ
く
、
人
間
の
る
ら
ゆ
る
経
験
を
理
牲
に
よ
っ
て
、
解
を
得

る、

Lz
」
一
再
う
信
念
に
基
く
諸
理
念
を
抽
象
し
た
も
の
で
あ
一
る
。
こ
の
こ

と
は
、
論
を
す
す
め
る
に
し
た
が
っ
て
、
次
第
に
も
っ
と
明
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

合
理
主
義
の
哲
学
的
基
礎
を
き
づ
き
あ
仏
げ
た
代
表
者
と
し
て
、
フ
ラ

ン
シ
ス
・
ベ

i
コ
γ
、
デ
カ
ル
ト
、
ホ
？
プ
ス
、
ロ
ッ
ク
友
ど
が
挙
怜

ら
れ
る
。
十
七
世
犯
の
は
じ
め
に
、
ベ
ー
コ
ン
が
確
立
し
た
帰
納
法
は

合
理
主
義
的
態
度
へ
の
大
き
な
接
近
で
る
る
。
し
か
し
、
合
理
主
義

哲
学
の
基
盤
を
確
立
し
た
の
は
、
べ

I
コ
シ
の
後
継
者
と
も
一
五
う
べ
き

デ
カ
ル
ト
、
及
び
ホ
ッ
プ
ス
で
あ
る
。
彼
ら
が
示
し
た
合
理
主
義
的
議

度
は
、
決
し
て
一
様
の
も
の
で
は
友
か
っ
た
が
、
合
理
主
義
の
哲
学
一

般
に
通
や
る
特
性
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
る
る
。
合
理
主
義
者
は
、

ヒ
ュ

i
マ
一
一
ス
ト
や
プ
ロ
テ
ス
グ

γ
ト
の
両
者
よ
り
も
、
遺
か
に
徹
底

的
に
、
官

I
マ
教
会
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
中
世
的

伝
統
を
拒
否
す
る
。
勿
論
、
個
、
ペ
の
合
理
主
義
者
の
態
度
に
は
、
い
ろ

い
ろ
友
点
で
、
合
理
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
と
の
妥
協
が
見
出
せ

る
が
、
本
質
的
に
は
、
合
理
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
相
反
す
る
。
合

理
主
義
者
は
、
宇
宙
か
ら
超
自
然
的
た
も
の
を
抹
殺
す
る
。
自
然
の
薄

造
や
桂
則
は
、
理
性
に
よ
っ
て
、
解
明
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
的

な
も
の
は
、
ナ
ペ
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
超
自
然
的
友
も
の
は

存
在
し
泣
い
。
ず
友
わ
ち
、
合
理
主
義
は
、
人
聞
を
、
完
全
に
自
然
の

機
構
［
物
質
的
世
界

i
の
喝
な
か
に
な
く
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
聞
が

具
有
す
る
理
牲
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
ら
、
自
然
の
法
則
の
左
か
に
、

善
悪
の
基
準
を
発
見
し
、
そ
の
規
準
に
上
っ
て
、
自
ら
の
行
動
を
正
し

い
方
向
に
道
？
と
、
べ
を
で
る
る
、
と
説
く
。
い
い
か
え
れ
ば
、
中
世
人
が

ロ
！
マ
教
会
の
教
理
や
慣
習
の
左
か
に
見
出
し
た
指
導
原
理
や
価
値
基

準
を
、
合
理
主
義
者
は
、
感
覚
に
映
や
る
物
質
的
世
界
や
経
験
の
世
界

に
見
出
さ
ん
と
し
た
。

E
の
よ
う
に
し
て
、
見
出
さ
ん
と
し
た
の
か
。

わ
れ
ゐ
れ
が
、
数
学
上
の
問
題
を
解
く
場
合
の
鍵
と
友
る
合
理
的
精

神
、
す
友
わ
ち
理
性
に
も
と
や
く
辛
抱
づ
よ
い
研
究
心
を
働
か
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
沿
い
て
、
合
理
性
は
、
形
而
上
学
的

性
格
か
ら
実
験
的
、
実
証
的
性
格
を
も
つ
に
至
る
。
（
こ
の
こ
と
は
、

合
理
主
義
忙
対
す
る
ス
イ
フ
ト
の
態
度
を
理
解
す
る
場
合
に
重
要
た
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
）
こ
の
合
理
主
義
の
実
験
的
性
格
を
決
定
的

に
’
し
た
の
は
、
近
代
科
学
で
る
る
。
合
理
主
義
は
、
近
代
科
学
を
背
景

忙
し
て
育
つ
。
そ
し
て
、
近
代
世
界
の
思
想
的
基
礎
は
、
実
に
近
代
科

学
に
支
え
ら
れ
る
合
理
主
義
で
あ
り
、
近
代
世
界
の
技
術
文
明
の
基
礎

は
、
合
理
主
義
を
支
え
て
い
る
近
代
科
学
友
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
近

代
科
学
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
起
っ
た
の
か
。
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自
然
科
学
の
起
源
は
、
二
千
年
前
の
ギ
リ
シ
ャ
文
化
に
さ
か
の
ぼ
る

が
、
古
典
時
代
に
続
く
暗
黒
時
代
と
中
世
は
、
自
然
科
学
に
背
を
向

け
、
そ
の
発
達
を
拒
ん
だ
。
そ
れ
故
、
現
代
の
自
然
科
学
の
母
胎
で
あ



る
近
代
科
学
の
基
盤
は
、
十
六
、
七
世
記
を
中
心
と
す
る
近
代
の
過
渡

期
に
沿
い
て
、
若
々
と
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
に
は
コ
ペ
ル

品
ク
ス
、
ガ
リ
レ
オ
が
あ
ら
わ
れ
、
天
文
学
に
な
け
る
彼
ら
の
業
績
は

中
世
的
宇
宙
観
に
鋭
い
メ
ス
を
加
え
た
。
十
七
世
紀
に
は
、
一
一
ュ
！

ト
シ
、
ク
プ
ラ

i
、
八

i
ヴ
ェ
ィ
、
パ
ス
カ
ル
ιな
ど
の
名
と
と
も
に
、

切
ユ
昨
日

ω
v
m
o苫
H

∞
言
問
。
与
の
設
立
（
一
六
六

O
年
〉
及
び

krg仏
b
H
H
M

ぽ

倉
田

ω立。ロ
gm
の
設
立
〈
一
六
六
八
年
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
時

代
に
烏
け
る
科
学
の
勃
興
は
、
た
だ
ち
に
知
識
人
の
注
目
を
浴
び
た
わ

け
で
は
な
く
、
初
期
の
ヒ
ュ

I
マ
一
一
ス
ト
や
プ
ロ
テ
ス
タ

γ
ト
た
ち
は

こ
れ
に
背
を
向
け
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
、
知
識
人
の
心
に
く

い
込
み
、
合
理
主
義
的
精
神
の
育
成
を
助
長
し
た
。

こ
の
時
代
に
何
故
自
然
科
学
が
進
歩
し
た
の
か
と
一
再
う
問
題
に
つ
い

て
、
外
的
条
件
と
し
て
は
、
中
世
に
・
な
け
る
火
薬
や
新
し
い
兵
器
の
発

明
工
夫
、
、
地
理
上
の
発
見
や
貨
幣
経
済
の
勃
興
に
伴
う
交
易
手
段
の

改
良
な
ど
、
種
々
あ
特
ら
れ
る
が
、
心
理
的
背
景
と
し
て
は
、
中
世
的

権
威
か
ら
の
解
放
が
促
し
た
未
知
の
も
の
へ
の
好
奇
心
ゃ
、
経
済
機
構

の
変
化
と
と
も
に
高
ま
る
物
質
へ
の
関
心
が
、
人
聞
を
、
物
質
や
自
然

現
象
の
解
明
へ
駆
り
た
て
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
、

形
式
自
注
権
威
に
対
す
る
尊
敬
が
失
わ
れ
、
既
成
の
権
威
に
た
よ
ら
注

い
で
、
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
、
未
知
の
も
の
、
不
確
か
な
も
の
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
実
証
的
態
度
が
、
科
学
の
進
歩
を
大
い
に
助
長
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
近
代
科
学
と
合
理
主
義
と
の
関
係
が
、
如
何
に
密
接
友
も

の
で
あ
ろ
う
ふ
一
、
科
学
そ
の
も
の
が
合
理
主
義
と
同
じ
も
の
ぢ
る
る

と
考
え
て
は
友
ら
危
い
。
近
代
科
学
を
、
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
か
わ

る

Zσ
当
司
詑
－
0
3
0
℃
廿
司
と
し
て
と
ら
え
た
当
時
の
人
々
に
は
、
こ
の

区
別
は
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
大
切
注
問
題

で
あ
る
。
科
学
は
、
根
本
的
に
は
、
形
而
上
学
と
結
び
つ
か
友
い
、
す

な
わ
ち
、
科
学
は
、
宇
宙
観
や
世
界
観
や
運
命
倒
閣
に
つ
い
て
の
形
而
上

学
的
問
題
に
答
え
る
も
の
で
は
友
い
。
そ
の
対
象
は
、
自
然
的
－
な
も

の
、
物
質
的
友
も
の
で
あ
り
、
そ
の
所
産
は
、
新
し
い
知
識
、
新
し
い

技
術
、
新
し
い
製
品
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
合
理
主

義
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
宇
宙
観
や
世
界
観
に
つ
い
て
の
解
答
を
準
備

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
解
答
が
、
実
証
哲
学
、
無
神
論
、
理
神
論
、
唯

物
論
、
民
主
主
義
と
し
て
、
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
と
合
理
主

義
と
の
聞
に
は
、
根
本
的
に
は
、
以
上
の
よ
う
友
区
別
が
友
さ
れ
ね
ば

友
ら
ゑ
い
。

し
か
し
、
自
然
科
学
発
達
の
助
成
者
と
友
っ
た
の
は
、
い
ま
は
未
知

で
あ
る
も
の
も
何
時
か
は
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
と
の
合
理
主
義
的
確
信
で
る
り
、
そ
し
て
、
逆
に
合
理
主
義
的
精
締

に
確
証
を
L
A
J

え
た
の
は
、
自
然
科
学
の
業
譲
で
あ
る
。
こ
と
に
、
十
七

世
紀
の
後
半
に
な
げ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
出
現
は
、
科
学
上
の
大
規
模
な

知
識
に
基
く
「
宇
宙
の
統
一
的
原
理
」
に
よ
っ
て
、
中
世
的
世
界
観
を

完
全
に
打
破
し
、
合
理
主
義
そ
の
も
の
に
実
証
性
を
与
え
た
。
こ
の
よ

う
に
、
近
代
科
学
の
影
響
の
も
と
に
、
合
理
主
義
が
実
証
的
、
実
験
的

性
格
を
及
び
る
に
至
っ
て
、
近
代
の
世
界
観
は
、
形
而
上
学
的
な
も
の
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か
ら
、
，
自
然
科
学
の
所
産
で
あ
る
技
術
文
明
に
基
く
現
実
的
危
世
界
観

と
友
る
。

近
代
人
、
と
く
に
十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
の
人
々
の
世
界
観
、
人
間

観
の
根
抵
に
一
よ
こ
た
わ
る
も
の
は
、
「
進
歩
」
の
理
念
（
昨
日
同
⑦
広

2
0同

HVH
・0
ぬ円
0

8
）
で
一
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
人
間
は
生
れ
友
が
ら
に
完
全
性
を

具
有
し
て
た
り
、
人
聞
の
文
明
は
、
完
全
の
方
自
に
絶
え
や
進
歩
し
つ

つ
あ
る
、
と
云
う
考
え
で
あ
る
。
十
六
・
七
世
紀
の
合
理
主
義
と
科
学

l
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
プ
口
一
ア
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
も
、
間
接
的
に
は
、
そ

の
要
因
と
し
て
含
ま
れ
る
が
ー
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、
十
八
世
紀
の
啓

蒙
主
義
者
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
「
進
歩
」
の
理
念
は
、
近
代
が
辿

ら
ね
ば
友
ら
・
な
か
っ
た
運
命
を
解
く
大
き
左
鍵
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
追
っ
て
噛
一
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
、
主
と
し
て
、
∞
ユ
昇
。
ロ
教
授
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
中
世

か
ら
近
代
へ
の
思
想
的
背
景
を
簡
単
に
の
ペ
た
。
こ
の
近
代
化
の
育
成

期
を
経
て
、
十
八
世
結
の
啓
蒙
時
代
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が
、
ス
イ

フ
ト
が
生
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
十
七
世
記
が
終
り
、
十
八
世
紀
が
は

じ
ま
ろ
う
と
す
る
時
で
あ
る
。

（詮〉

l

。3ロO
H
凶
円
山
口

g
p
』「へ社
S
Q
W
H
k
h
h
g
（

Z

O
司
J
円
。
叶

F

H
由
印

H
U
・

Il 

友
ぜ
『
橋
物
語
』
が
警
か
れ
た
か

ス
イ
フ
ト
の
『
稿
物
語
」
（
h
M
J
Q
N
h

ミ
h
N

吋ミ～
v
）が『一一一一一一一一貨物の戦

争
』
（
叫
a
p
b
N
W
Q
H
H
N向
。
」
二
宮
切
さ
宮
）
と
『
精
神
の
r機
械
的
作
用
』

2
Z
ミ
町
内
ぎ
唱
え
S

N

C

官
さ
NH．S

久
志
向
山
、
N．
ミ
同
）
と
と
も
に
、
一

巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
出
版
さ
れ
た
の
は
、
一
七

O
四
年
で
あ
る
。

『
桶
物
語
』
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
は
、
種
K

異
論
が
あ
る
が
、
一
六
九

六
年
か
ら
一
六
九
九
年
ま
で
の
間
と
ず
る
〉
・
凸
・
の
E
H
H
W
色
。
げ
及
び

T

－
 

0
・
2
目。何回
o－
ω日目昨日
H

の
見
解
に
従
う
の
が
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
作
品
は
、
十
七
世
記
の
黄
昏
に
書
か
れ
、
十
八
世
紀
の

夜
明
け
に
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
六
六
七
年
生
れ
の
ス
イ
フ
ト

は
、
当
時
、
三

O
才
に
友
っ
た
ば
か
り
の
若
者
で
る
っ
た
。
因
に
、
こ

の
墳
の
白
木
は
、
ち
ょ
う
ど
西
鶴
や
芭
蕪
や
近
松
の
時
代
で
る
っ
た
。

ー
さ
て
、
可
桶
物
語
』
執
筆
当
時
ま
で
の
、
ス
イ
フ
ト
の
身
の
上
を
、

簡
単
に
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

巾
ス
イ
フ
ト
の
青
年
時
代
。

l
dジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
イ
フ
ト
は
、
一

六
六
七
年
十
一
月
に
、
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
の
、
一
土
都
グ
プ
リ

γ
で
生
れ
た
。

父
は
同
ヒ
名
の
ジ
ョ
ナ
サ
シ
・
ス
イ
フ
ト
、
母
は
ア
ピ
グ

I
ル
（
〉
Zz

ぬ

ωロ
）
、
兄
弟
は
友
く
、
姉
が
一
人
い
た
だ
け
で
あ
る
。
父
ジ
ョ
ナ
サ

シ
は
、
ス
イ
フ
ト
が
生
れ
る
七
ク
月
前
に
、
死
ん
だ
。
父
親
を
も
た
ぬ

ス
イ
フ
ト
の
幼
少
年
時
代
は
、
叔
父
ゴ
？
ド
ウ
イ
ン
（
の
。
【
凶
考
古

∞
者
向
同
伴
）
の
世
話
に
な
っ
た
り
、
乳
母
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
り
、
決

し
て
め
ぐ
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
グ
プ
リ
ン
の
関
口
付
。
ロ
ロ
可

ωの円
Hoc－
を
終
え
て
、
同
市
の
ト
リ
一
一
一
ア
イ
・
ヵ
レ
？
ジ
（
吋
江
区
与

の
三
宮
津
）
に
入
学
し
た
の
は
一
六
八
二
年
、
十
五
才
の
時
で
あ
る
。

学
生
時
代
の
伎
は
、
決
し
て
、
出
来
の
い
い
学
生
で
は
友
か
っ
た
。
後

年
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
一
六
八
五
年
の
同
大
学
の
戎
語
表
に
よ
れ
ば
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ス
イ
フ
ト
は
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
に
な
い
て
は
優
秀
友
成
績
で

あ
っ
た
が
、
哲
学
（
当
時
、
ォ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ク
シ
プ

pγ

ジに占同布

い
て
は
、
す
で
に
ル
、
ネ
？
サ

γ
ス
の
影
響
の
も
と
に
、
新
し
い
哲
学
の

風
潮
が
な
こ
り
つ
、
つ
あ
っ
た
が
、
ト
リ
ユ
テ
ィ
・
ヵ
レ
ザ
ジ
に
沿
い
て

は
、
い
ま
だ
に
白
l

世
的
友
ス
コ
ラ
哲
学
が
重
被
さ
れ
て
い
た
）
や
神
学

に
た
い
て
は
、
て
ん
で
た
話
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
悪
い
成
績
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
し
か
し
、
歴
史
や
詩
作
の
勉
強
に
は
、
か
友
り
カ
を
う
ち
込
ん

で
い
た
。
噌
な
ん
と
か
骨
恥
争
（
由
℃

ooE山
ぬ
門
出
件
目
岱
）
の
恩
裏
に
浴
し
て

出
・
〉
・
の
称
号
を
も
ら
っ
て
、
卒
業
し
た
の
が
一
六
八
六
年
、
そ
れ

か
ら
再
に
三
年
間
宮
〉
・
の
称
号
を
と
る
た
め
に
、
同
大
学
！
大
学

院
と
で
も
云
う
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
ー
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
簡
の
彼
の
口
問
行
は
故
時
を
ま
わ
め
、
大
学
の
礼
拝
は
さ
ぼ
る
、
会
そ

〈
ま
で
巷
を
ぶ
ら
つ
い
て
、
寮
の
門
限
に
は
間
に
合
わ
ぬ
、
点
呼
は
さ

ぼ
る
、
と
一
式
う
有
様
で
、
大
学
当
局
の
詰
責
一
処
分
を
う
け
る
こ
と
幾
度

か
、
結
局
豆
一
－
K

戸
・
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
一
六
八
九
年
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
に
内
乱
が
な
こ
り
＼
グ
プ
リ

γ
市
中
が
争
い
の
渦
中
に
巻
き
込
ま

れ
る
に
至
っ
た
の
を
機
に
、
プ
イ
ル
ラ
シ
ド
を
『
去
っ
て
、
イ
シ
グ
ラ
シ

ド
へ
渡
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
は
っ
き
り
し
た
当
て
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

友
い
。
今
ま
で
、
友
ん
と
か
世
話
を
し
て
く
れ
た
叔
父
ゴ
？
ド
ウ
イ
ン

は
八
八
年
に
死
ん
だ
し
、
こ
れ
以
上
他
人
の
世
話
に
友
る
卑
屈
さ
に
我

慢
が
で
き
や
、
母
ア
ピ
グ

l
ル
が
移
り
住
ん
で
い
る
イ
シ
グ
ラ
シ
ド
へ

渡
っ
て
、
う
だ
つ
を
あ
け
よ
ろ
と
で
も
考
え
た
り
で
あ
ろ
う
。

ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
渡
っ
た
被
は
、
母
を
レ
ス
グ
l
（
F
a
n
g
E
C
の

町
に
訪
ね
る
が
、
同
年
の
春
、
彼
の
生
涯
を
通
し
て
彼
の
思
想
に
多
大

の
感
化
、
宇
あ
た
え
た
ウ
イ
り
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（
盟
円
者
自
目
白
号

、
円
。
自
立
。
）
と
相
知
る
に
至
る
。
サ
一
才
の
時
で
あ
る
。
ス
イ
フ
ト
の

叔
父
ゴ
？
ド
ウ
イ
シ
が
テ
ン
プ
ル
の
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
テ
ン
プ

ル
夫
人
が
ス
イ
フ
ト
の
母
と
血
縁
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
議
で
、
ス
イ

フ
ト
は
、
一
ア
ン
プ
ル
の
室
田
記
と
し
て
、
ロ
ン
ド
シ
に
近
い
サ
リ

1

3
号

EM1）
州
の
ム
ア
・
パ
ー
ク
（
言
。
。
門
市
内
四
円
｝
円
）
の
テ
シ
。
フ
ル
家
に
落

ち
つ
く
こ
と
に
友
っ
た
。
二
ハ
九

O
年
、
九
四
年
、
九
五
年
の
三
度
に

わ
た
っ
て
、
し
ぼ
ら
く
ア
イ
ル
ラ
シ
ド
へ
渡
っ
た
以
外
、
一
六
八
九
年

か
ら
、
テ
シ
プ
ル
が
死
ぬ
一
六
九
九
盆
ー
ま
で
、
ム
ア
・
パ
ー
ク
で
の
生

活
が
続
く
の
で
あ
る
。

ス
イ
ブ
ト
の
生
涯
に
な
げ
る
こ
の
時
期
は
、
い
ろ
い
ろ
友
点
で
、
彼

の
生
涯
中
も
っ
と
も
重
要
友
時
期
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
ア
シ
プ
ル
と
の

個
人
的
接
舗
に
よ
っ
て
、
大
雪
友
影
響
を
う
け
た
こ
と
は
勿
論
、
テ

γ

プ
ル
の
蔵
書
を
読
み
漁
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
る
し
、

『
ス
テ
ラ
へ
の
書
簡
』
（
吋

E
H
S『
SNN
芯
め
於
N
E）
に
よ
っ
て
後
代

に
名
を
の
こ
し
、
ス
イ
フ
ト
の
奇
妙
な
恋
愛
事
件
の
主
人
公
と
し
て
後

代
の
伝
記
作
者
や
好
事
家
た
ち
の
注
目
を
浴
び
た
ス
テ
ラ
ハ
本
名
は

何
回
忌
号
』
O
F
5
0口
一
）
と
相
知
？
た
の
も
、
こ
の
時
期
で
る
る
。
そ
し

て
、
『
ガ
リ
ノ
グ
ア
旅
行
記
』
と
と
も
に
、
ス
イ
フ
ト
の
最
大
傑
作
の
一

つ
で
あ
る
『
桶
物
語
』
の
構
想
を
ね
り
、
執
筆
を
企
て
た
の
も
、
こ
の

時
期
で
あ
る
。
『
桶
物
語
』
の
直
接
的
な
背
景
及
び
そ
の
執
筆
の
要
因

に
摺
れ
る
ま
え
に
、
テ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
、
少
し
鯖
れ
て
沿
く
必
要
が
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あ
ろ
う
。ω

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（
一
六
二
八

l
九
九
年
）
。

i
テ
ン

プ
ル
は
、
そ
の
壮
年
時
代
を
、
政
治
家
、
外
交
官
と
し
で
一
、
英
本
国
及

び
ヨ

l
ロ
y
o
ハ
大
陸
を
舞
台
ー
に
し
で
活
躍
し
た
が
、
そ
の
晩
年
は
、
ム

ア
・
パ
ー
ク
の
隠
居
で
、
悠
k

自
適
の
文
筆
生
活
を
送
っ
た
。
ス
イ
フ

ト
が
彼
の
書
記
を
つ
と
め
た
の
は
、
テ
シ
プ
ル
の
晩
年
時
代
、
ナ
友
わ

ち
ム
ア
・
パ
ー
ク
の
時
代
で
る
る
。

E
S
E
O
C
E再
告
白
が
指
摘
し
て
い
る
如
句
、
テ
ン
プ
ル
に
つ
い

て
の
後
代
の
評
価
は
一
様
で
友
い
。
し
か
し
、
彼
が
、
典
型
的
危
十
七

世
紀
的
紳
士
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
種
々
の
点
か
ら
、
充
分
想
像
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
伎
は
、
政
治
家
、
外
交
官
と
し
て
の
多
忙
友
生
活
の
う

ち
に
も
、
絵
画
、
音
楽
、
彫
刻
、
庭
菌
友
ど
に
趣
味
を
も
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
自
分
の
高
い
地
位
に
も
か
か
わ
ら
や
、
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人

人
と
親
し
く
交
っ
た
と
一
式
わ
れ
て
い
る
。
読
書
範
囲
も
ひ
ろ
か
っ
た
う

え
に
、
海
外
に
沿
い
て
も
見
聞
を
ぴ
ろ
め
た
テ
ン
プ
ル
は
十
七
世
紀
の

知
識
人
の
一
つ
の
型
を
代
表
す
る
。
で
は
、
彼
の
思
想
的
立
場
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
立
場
と
伎

の
歴
史
的
立
場
と
の
こ
つ
の
面
か
ら
、
眺
め
よ
う
。

モ
ラ
り
ス
ト
と

L
て
の
彼
の
興
一
味
の
中
心
は
、
人
聞
の
精
」
仰
に
占
な
げ

る
理
性
と
情
熱
（
古
川
凶
器
官
ロ
）
と
の
働
き
を
め
ぐ
る
問
題
で
る
っ
た
。
こ

の
問
題
は
、
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
の
共
通
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、

破
は
、
理
性
は
惰
熱
を
適
当
に
調
節
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
生
活
主

正
し
い
方
向
に
、
ナ
友
わ
ち
白
然
の
求
め
る
方
向
に
導
く
べ
き
で
あ
る

と
考
え
た
。
披
の
態
度
は
、
情
熱
は
理
性
に
よ
っ
て
完
全
に
抑
制
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
ス
ト
ア
哲
学
の
態
度
で
も
友
く
、
理
性
は
人

間
の
精
符
の
み
友
ら
や
自
然
の
秩
序
を
も
保
つ
最
高
権
威
で
あ
る
、
と

の
合
理
主
義
的
態
度
で
も
友
い
。
理
性
を
情
熱
と
の
均
衡
に
よ
っ
て
王

し
い
生
活
を
送
ろ
う
と
す
る
エ
ピ
グ
ロ
ス
的
態
度
、
ナ
友
わ
ち
ル
、
不
y

サ
ン
ス
的
ヒ
ュ

i
マ
ニ
ス
ト
の
流
れ
を
汲
む
当
時
の
入
自
白
人
V

S
～v町
三
宮
）
の
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
聞
の
精
神
に
興
味
の
中
心
を

も
っ
テ
ン
プ
ル
は
、
自
然
界
を
対
象
と
す
る
自
然
科
学
に
は
、
積
極
的

友
興
味
を
い
だ
か
や
、
む
し
ろ
、
科
学
に
よ
る
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て

は
、
懐
疑
的
、
否
定
的
で
さ
え
る
っ
た
。

役
の
歴
史
観
、
ず
友
わ
ち
文
明
の
進
歩
に
つ
い
て
の
彼
の
態
度
は
、

こ
の
よ
う
友
モ
ラ
り
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
態
度
に
相
通
じ
る
。
彼
は

「
人
聞
は
、
何
時
の
時
代
に
な
い
て
も
、
本
質
的
に
は
同
一
で
あ
る
」

。d

令
官
ロ
山
加
。
maσ
耳目白口一『

H
V＠

m民
自
⑦
毘
山
口
広

E
g・
）
ず
左
わ
ち
、

人
間
の
精
紳
に
は
進
歩
も
退
歩
も
友
い
と
考
え
る
。
こ
の
彼
の
態
度
は

彼
の
代
表
的
た
エ
V

セ
イ
で
あ
る
t
k
r
口
同
凶
器
印
可

C
℃
Q

ロ昨日
H
O
K
F
ロの目。己

き
仏
言
。
宏
司
ロ

F
S
S
Eぬ
3

（
5
8可
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
代
人
と
近
代
人
の
優
劣
論
を
め
ぐ
っ
て
、
学
問
芸
術
に
沿

け
る
人
間
の
「
進
歩
」
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
進
歩
」

を
b
ぐ
る
問
題
こ
そ
、
ス
イ
フ
ト
の
『
桶
物
語
』
な
よ
び
『
書
物
の

戦
争
』
に
ふ
目
指
け
る
中
心
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ス
ィ
ブ

ト
的
世
界
の
背
景
に
’
な
い
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
ア
ン
プ
ル
が
、
前
記
の
論
文
で
は
じ
め
で
と
ら
え
た
の
で
は
友
く
、
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当
時
の
知
識
人
の
間
に
占
設
け
る
論
争
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
。
ー
テ
ン

プ
ル
の
歴
史
観
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
ス
イ
ブ
ト
的
世
界
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
一
つ
の
鍵
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
少
し
た
ち
い
っ

て
、
こ
の
問
題
が
当
時
の
知
識
人
の
聞
で
い
か
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か

を
眺
め
て
み
よ
う
。

ω
一2

進
歩
）
の
理
念
f
i
古
代
人
と
近
代
人
の
優
劣
論
を
め
ぐ
っ
て

庁

D
i
o
前
章
に
も
4

い
て
、
す
で
に
の
ぺ
た
よ
う
に
「
進
歩
」
の
理
念
が
、

ヨ

i
ロ
？
パ
人
の
思
想
の
た
か
に
育
ち
は
じ
め
る
の
ほ
、
ル
ネ
ザ
サ
ン

ス
に
は
じ
ま
る
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
期
に
な
い
て
で
あ
り
、
そ
れ

が
近
代
人
の
世
界
観
の
た
か
に
不
動
の
地
位
を
占
め
る
に
至
る
の
は
、

十
八
世
紀
を
中
心
と
す
る
啓
一
家
時
代
に
・
な
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
理
念
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
世
界
観
の
た
か
に
も
、
生
き
た
が
ら

え
て
い
る
。

こ
の
近
代
的
特
産
物
と
も
一
疋
う
ペ
き
「
進
歩
」
の
理
念
は
、
ル
、
ネ
y

サ
ン
ス
期
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
様
相
に
な
い
て
、
い
く
つ
か

の
段
階
を
経
て
き
て
は
い
る
が
、

Z
O
R
Z
の
宮
田

g『
ぬ
に
よ
れ
ば
、

そ
の
核
心
と
た
る
信
心
は
ま
号
。

σ色
目
え
吾
幹
ヨ
山
口
付
山
口
a
F
5

5
0
g
a
w
Z
5
0
i
Dぬ
回
口
仏
項
目
口
言
。
〈
⑦
官
邸
岳
5
0片
山
。
白
老
立
与

に
U

E
片山田山

2
2
z
s－3β
己
5
5
2
S
3
で
あ
る
。
こ
の
理
念
は
、
伝

統
的
友
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
、
こ
と
に
、
前
章
の
は
じ
め
に
と
ら
え
た

中
世
的
世
界
観
と
は
全
く
相
反
す
る
。
す
な
わ
ち
「
進
歩
L

K
対
ず
る

中
世
的
た
否
定
的
態
度
は
、
「
キ
リ
ス
ト
紀
一
冗
（
昨
日
屈
の
げ
江
田
氏
山
口
雪
印
）

は
人
間
の
睦t
史
の
自
家
後
の
時
期
、
す
た
わ
ち
老
年
期
で
一
の
っ
て
、
人
間

む
歴
史
は
、
神
が
救
済
の
た
め
に
定
め
た
予
定
数
の
人
間
を
あ
つ
め
る

ヴ

4

こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、
終
る
の
で
あ
る
」
と
の
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
思
想
に
明
一
不
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ス
ト
や
プ
ロ
テ
ス
グ
シ
ト
た
ち
は
、
こ
の
一
ー
進
歩
」
の
理
念
の
形
成

者
で
は
友
か
っ
た
け
れ
ど
、
中
世
的
権
威
に
対
抗
し
た
近
代
化
の
促
進

者
で
あ
っ
た
一
式
う
意
味
に
な
い
で
「
進
歩
」
の
理
念
を
約
束
す
る
知
的

背
景
（
長
。
吉
窓
口

R
Z色
ミ

S
S）
の
形
成
者
で
る
っ
た
。
十
六
、

七
世
記
の
合
理
主
義
と
科
学
の
進
歩
が
、
こ
の
理
念
を
如
何
に
育
成
し

た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
ペ
た
通
り
で
あ
る
。
か
く
て
近
代
の
基

盤
と
も
云
う
ペ
き
十
八
世
紀
の
啓
蒙
時
代
は
、
こ
の
理
念
の
う
え
に
築

か
れ
る
の
で
る
る
。
出
ユ
ロ
件
。
ロ
教
授
は
、
害
蒙
時
代
の
根
本
的
信
念
は

三

宮

σσ
ロ
え
岳
主
主
】
何
回
ロ
ヨ
m

苦
宮
古
ぬ
田

S
D
E
Z吉
宮
円
。
。
口

同町民明。恒三日］
μ

山
田
片
山
4
H
U
O
］市℃⑦吋］九月四
0
2
0
D
Y注目同⑦門件。山口同日戸。
4
J
1

⑦閉門

誌
MOHH
ぬ
げ
門
件
。
ぴ
命
日
以
Q
m
山田山

σ
－905
H
M
『
同
O
円
（
UHH
吋門田片山州出口
ω
山
口
白
明
仲
釦
件
。

え
青
山
ロ
ク
宮
内
回
同
署
答
。
5
0己
可
山
町
件
。
可
門
同

S
F唱
で
あ
る
と
説
い

て
い
る
が
「
進
歩
」
の
理
念
の
う
え
に
築
か
れ
る
啓
蒙
時
代
の
性
格
を

明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
理
念
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
理
性
を
自
然
に
し
た
が
っ
て
働
か

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
方
向
に
進
み
得
る
、
と
の
素
朴
た
合

理
主
義
的
態
度
か
ら
生
れ
る
が
、
自
然
科
学
の
影
響
の
も
と
に
、
合
理

主
義
官
、
実
験
的
実
証
的
性
格
子
一
帯
び
る
に
い
た
っ
て
、
こ
の
理
念
は

一
そ
う
強
化
さ
れ
る
。
す
た
わ
ち
、
自
然
科
学
は
、
合
理
的
態
度
に
も

と
や
い
て
、
自
然
及
び
人
間
精
拘
の
開
発
を
企
て
て
、
つ
ね
に
’
新
し
い
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知
識
や
技
術
や
製
品
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
進
歩
」
の
理
念
に

確
証
を
る
た
え
る
。
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
者
の
一
典
型
と
も
云
う

べ
き
コ
ン
ド
ル
セ
は
『
人
間
精
神
進
歩
の
歴
史
』
（
N
N
畠
尽
な
的
問
、
足
お

悼
む
ミ

S
N
h
E丸ミ
N．
意
向
島
師
、
3
h
E白
骨
忠
弘
司
む
ぎ
S
Qき
）
の
友

か
で
、
次
の
よ
う
に
一
式
っ
て
い
る
。
「
人
類
は
、
科
学
や
投
術
に
占
一
け

る
新
ら
し
い
発
見
に
よ
っ
て
、
そ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
個
人
の
幸
福

や
公
共
の
繁
栄
の
た
め
の
諸
方
法
に
ゐ
け
る
新
し
い
発
見
に
よ
っ
て
、

或
は
ま
た
、
行
為
の
諸
原
則
や
実
践
道
徳
に
沿
け
る
進
歩
に
よ
っ
て
、

或
は
更
に
、
入
閣
の
智
的
、
道
徳
的
、
肉
体
的
諸
能
力
の
実
質
的
完
成

！
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
能
力
の
緊
張
度
を
増
し
、
そ
の
使
用
を
事J

く
諸
k

の
器
具
の
完
成
か
ら
、
或
は
人
間
の
自
然
的
組
織
の
完
成
か
ら
等
し
く

生
じ
る
も
の
で
あ
る
が

l
友
ど
に
よ
っ
て
、
人
類
は
改
善
さ
れ
る
に
ち

Q
U
 

が
い
友
い
の
で
は
た
か
ろ
う
か
し
こ
の
よ
う
た
「
進
歩
」
の
理
念
に
も

と
や
い
て
、
文
化
の
歴
史
を
み
る
と
き
、
当
然
、
古
代
人
よ
り
も
近
代

人
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
の
結
論
が
で
て
く
る
。

テ
ン
プ
ル
や
ス
イ
フ
ト
の
時
代
は
、
か
か
る
啓
蒙
時
代
の
前
夜
、
或

は
夜
明
け
で
あ
っ
て
「
進
歩
」
の
理
念
は
、
い
ま
だ
近
代
世
界
の
基
調

7
C
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
た
背
景
は
、

彼
ら
の
時
代
花
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
の
後
半
か
ら
十
八
世
紀
の
は
じ

ゐ
に
か
げ
て
、
古
代
人
と
近
代
人
の
優
劣
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
行
わ
れ

た
こ
と
の
必
然
性
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
テ
ン
プ
ル
の
前
記
の
論
文
は

勿
論
、
ス
イ
フ
ト
の
『
桶
物
語
』
や
『
書
物
の
戦
争
』
も
、
こ
の
論
争

花
一
殺
を
買
っ
た
。
英
国
の
十
七
世
紀
文
学
批
評
論
集
を
編
ん
だ
し
ア

H
W

・
ω℃
官
官
門
口
が
、

E

－
山
口

2日
片
付
日

m
B
仏
耳
目
白
ぬ
匹
。

g〈
g
’

品川内凶ゆ
D
H
V
m
u⑦
口
同
口
吋
吋
同
。
吋
均
Mmd門凶

H
｝

印

吋

件

。

州

知

ぬ

σロ
⑦
吋
向
日
山
口
の
山
内
叫
ロ
門
出
口
円
凶

A
U
 

Y
ム

5
0仏
号
H
M
n
o
耳
34m明言
可
、
＼
w

と
の
ペ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
争
に
は

こ
の
時
代
の
文
人
た
ち

l
殊
化
、
英
、
仏
両
国
に
沿
け
る

1
の
回
以
と
ん

ど
が
、
一
直
接
に
、
或
は
間
接
に
参
加
し
た
。

こ
の
論
争
は
文
学
史
上
及
び
思
想
史
上
に
な
い
で
案
外
軽
視
さ
れ
て

き
た
。
こ
と
に
、
十
八
、
九
世
紀
人
々
は
、
こ
の
論
争
を
、
一
般
に
馬

鹿
ゆ
た
出
来
ご
と
と
し
て
片
づ
け
て
き
た
。
勿
論
、
個
人
的
友
攻
撃
や

中
傷
が
、
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
と
一
千
h

ノ
点
に
ち
お
い
て
、
こ
の
論
争
を

「
個
人
的
論
争
」
（
℃
号

g
R巴
ち
。
Z
B
W
m）
と
し
て
片
づ
け
て
き
た
先

人
た
ち
を
、
責
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ね
。
し
か
し
、
こ
の
小
論
に
沿
い

て
試
み
よ
う
と
す
る
よ
う
に
、
近
代
世
界
の
精
神
的
基
礎
と
た
っ
た

「
進
歩
」
の
理
念
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
論
争
の
意
味
を
把
握
す
る
と

き
、
こ
の
論
争
が
、
近
代
文
学
史
上
及
び
近
代
思
想
史
上
に
占
め
る
重

要
た
位
置
に
気
づ
く
。
（
因
に
、
こ
の
論
争
を
、
英
文
学
史
上
の
重
要

た
問
題
と
し
て
、
は
じ
め
て
取
り
あ
け
た
の
は
、
現
在
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
の
英
文
学
教
授
で
あ
る
H
F
H
4

・M
O
H
M
g
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
面

に
な
け
る
後
進
の
研
究
者
は
、
同
教
授
が
一
九
二

O
年
、
三

0
年
代
K

T
ムーム

去
に
し
た
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
〉
こ
の
論
争

の
経
過
を
！
と
く
に
英
国
を
中
心
に
し
て

i
簡
単
に
眺
め
て
み
よ
う
。

こ
の
論
争
が
、
は
た
ぽ
た
し
く
展
開
さ
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い

で
、
英
国
に
な
い
て
で
あ
る
が
、
問
題
が
は
じ
め
て
兵
体
的
な
か
た
ち

で
と
り
あ
け
ら
れ
た
の
は
、
イ
タ
リ
ー
に
沿
い
て
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
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イ
グ
リ
ヤ
人
〉

HomgH己
円
。
寸

5
8昆
は
、
彼
の
著
書
『
随
想
録
』

（
む
な
ミ
ミ
ミ
忌

MZぎ
な
之
、
刊
誌
ご
わ
民
同
ぬ
よ
民
N
G
）
に
な
い
で
、

学
芸
は
な
が
い
経
験
と
努
力
に
よ
っ
て
完
全
の
域
に
達
、
ず
る
の
で
あ
る

か
ら
、
現
代
人
が
学
芸
に
沿
い
て
古
代
人
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
、
明
る
の
は

当
然
で
あ
る
、
と
の
前
提
の
も
と
に
ペ
ト
ラ
ル
ヵ
、
ホ

i
マ
i
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
を
攻
撃
し
た
。
か
か
る
見
解
は
、
古
典
の
再
発
見
を

通
し
て
生
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
本
拠
と
も
一
疋
う
べ
き
イ
タ
リ
ー
に
な
い

て
は
、
て
ん
で
問
題
に
さ
れ
『
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
友
い
。
論
争
の
舞

台
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
う
つ
る
。
こ
の
警
は
、
仏
訳
さ
れ
て
、
ブ
ラ
シ
ス

の
知
識
人
た
ち
に
読
ま
れ
る
守
〕
と
に
た
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
沿
け
る
論
争
の
火
蓋
を
き
っ
た
劇
作
家
図
。
山
向
。
σσ
ユ

は
、
一
六
一
二
五
年
自
分
が
そ
の
創
立
に
関
係
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ブ
ラ

シ
セ

I
ズ
（
〉

sa⑦
言
問
。
玲
包
括
的
江
田
ゆ
）
に
沿
け
る
講
演
で
、
ホ

I
マ
ー

を
徹
底
的
に
こ
き
な
ろ
し
た
。
同
，

g
g
a
の
前
記
の
書
物
か
ら
切
O
山田
E

Eσ
⑦
立
が
示
唆
を
う
け
て
い
た
と
一
式
う
こ
と
は
、
充
分
想
像
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
古
典
の
典
型
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
き
た
ホ

i
マ
ー
に

対
す
る
こ
の
批
難
は
、
当
然
、
当
時
の
友
人
た
ち
の
注
目
を
ひ
い
た
。

デ
カ
ル
ト
的
た
合
理
主
義
の
覚
醒
期
と
も
一
疋
う
べ
き
当
時
の
フ
ラ
ン

ス
〈
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』

b
な
S
S
G
島
守
足
、
昔
、
訟
の
出

鼠
は
一
六
三
七
年
）
に
な
げ
る
反
響
は
、
イ
グ
リ
ヤ
に
た
け
る
反
響
と

は
違
っ
て
い
た
。
近
代
の
優
越
を
主
張
す
る
も
の
、
そ
の
態
度
に
反
対

す
る
も
の
、
再
に
、
逆
に
古
代
の
優
趣
を
主
張
す
る
も
の
、
彼
ら
が
入

り
乱
れ
て
論
戦
に
加
っ
た
。

H
V
2
5∞5
2
a。
ωω
吉
仲
間
凶
。
広
吉

hHM尚
三
宮

宮古一・

2
F
m
d）ロ
Z
D
O
口
ゅ
な
ど
が
近
代
党

2
5
冨
。
。

0
5由
）
の
大
立

物
と
し
て
活
躍
し
、
古
典
的
批
評
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ボ
ア
ロ

I

（呂

2
日
告
白
色
－

gz）
が
古
代
党
合
同
H
O
K
F
D
え

g仲
間
）
を
代
表
し
た
。

デ
カ
ル
ト
の
哲
学
が
近
代
党
の
主
張
を
支
持
し
、
当
時
の
す
ぐ
れ
た
文

人
コ
ル
、
ネ
ィ
ュ
、
ア
シ

I
ヌ
、
モ
リ
ヱ

i
ル
友
ど
の
作
品
が
、
近
代
の

古
代
に
対
す
る
優
越
の
確
証
、
と
し
て
、
と
り
あ
山
げ
ら
れ
た
こ
と
は
勿
論

で
る
る
。
こ
う
し
た
論
戦
の
た
か
で
、
近
代
党
に
確
聞
た
る
優
位
性
を

あ
た
え
た
の
は
可
。
足
。
ロ
色
ぽ
で
あ
っ
て
、
彼
は
『
死
人
の
対
話
』

（
む
詮
旬
。
h

刊
誌
問
的
。
＼
同
E
b
h
a
hド
忌
∞
ω）
や
『
古
代
人
と
近
代
人
に

関
す
る
新
章
』
（
口
広
耳
目
的
吉
口
。
ロ
吾
σ
k
r
E
Zロ丹羽

ωロ
仏
言
。
己
完

5
・

5
∞
∞
）
た
ど
に
な
い
で
、
知
識
の
進
歩
に
つ
い
て
の
確
信
を
か
た
め

た。
英
国
に
も
恒
げ
る
論
争
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
較
ぺ
て
、
時
期
的
に
沿
そ

い
。
も
ち
ろ
ん
、
十
六
世
紀
の
終
り
頃
か
ら
十
七
世
紀
の
は
じ
め
に
か

け
て
、
ベ
ー
コ
ン
の
哲
学
が
「
進
歩
！
一
の
理
念
を
予
測
し
た
。
そ
し
て

ま
た
、
一
六
二
七
年
に
は
、
神
学
者
の
き
円
ぬ
σ
同
m－344邑
が
、
民
芯

入品、。旬。
h刊
号
ミ

U
2
h
S
3尽
き
ミ
忌
肉
、
－

Nhvh司
令
誌
、
N
U』

6
2．
毎
号
向

。
＼
。
。
、
営
志
向
。
ミ
ミ
ミ
ま
ミ
。
＼

S
－
司
号
ミ
と
題
す
る
論
文

を
、
公
け
に
し
、
中
世
的
た
退
化
論
（
昨
日
届
色
。
n
R
E
O
丘
仏
語
⑦
ロ

qE

白
神
宮

ε
に
一
反
対
し
、
近
代
は
詩
に
な
い
て
は
古
代
と
同
等
の
地
位
に

あ
る
が
、
そ
の
他
の
諸
芸
術
や
諸
学
聞
に
も
叩
い
て
は
古
代
に
優
っ
て
い

る
と
主
張
し
た
。
ー
ま
た
、
設
立
当
時
は
、
宗
教
と
学
問
に
と
っ
て
有
害

で
あ
る
と
の
批
難
を
う
け
て
い
た
英
国
王
室
学
会
（
昨
日
百
切
円
吉
田
炉
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問。
M1m凶日
ωo♀
aU1）
を
揖
護
し
た
守
gHMげ
の
円
ωロ
〈
山
口
の

MU句史切ミミ泊、
R
H暗

号
叫
一
宮
、
3
h
E
a
塁
、

h
h叫

easnnミ
h
S
H
O＼
同
門
き
さ
な
門
社
内
的
宮
町
内

HV町
民
沿
い
官
加
。
＼
k

曲也、なな
Hhh
（
一
六
六
八
年
）
や
、

ω
U
E同
の
有
名
た

国．

5
ミ

ミ

s
n
N
Sミ
E
S守
〈
一
六
六
七
年
〉
が
、
知
識
の
進
歩
に

関
し
て
、
近
代
の
優
越
性
を
一
不
陵
し
た
が
、
英
国
に
お
け
る
〈
近
代
人
ル
一

古
代
人
と
の
論
争

V
（吾
okr宮
山

8
2・z
o
a
o
g由
。
。
己
円
。
2
3可
）
を

具
体
化
し
た
の
は
、
ほ
か
で
も
た
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
シ
プ
ル
で
あ
る
。

ベ
I
コ
シ
の
影
響
ゃ
、
ブ
ラ
シ
ス
に
・
治
け
る
合
理
主
義
的
た
思
潮
の

影
響
の
も
と
に
あ
っ
て
、
前
述
の
出
邸
付
。
司
自
の
円
山
口
〈
山
口
た
ど
の
態

度
に
一
示
さ
れ
る
よ
う
な
近
代
的
傾
向
が
、
ぽ
つ
ぽ
つ
英
国
人
の
る
い
だ

に
萌
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
当
時
の
知
識
人
の
中
心
と
も
一
五
う
べ
き
教
会一

や
大
学
に
な
い
て
は
、
一
般
に
、
ル
、
不
？
サ
ン
ス
的
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ

1
マ
の
古
典
に
範
を
求
め
る
古

典
的
態
度
が
有
力
で
あ
っ
た
。
テ
シ
プ
ル
は
、
そ
の
よ
う
た
知
識
人
の

一
人
で
あ
る
。
大
陸
の
動
勢
に
よ
く
通
じ
て
い
た
テ
シ
プ
ル
は
当
時

の
フ
ラ
ン
ス
文
壇
忙
な
い
て
、
古
典
が
こ
き
な
ろ
さ
れ
、
古
代
党
が
こ

っ
び
ど
く
や
っ
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
憤
慨
し
て
、
一
六
九

O
年
、
彼

の
著
書
『
雑
録
』
（
足
言
hhhasg）
の
な
か
に

E
K
F
口
同
凶
器
ミ
ロ
U
3

5
0
K戸
口
立
。
旦
∞
D
a
ア
向
。
仏
号
ロ

Hhg吋
昆
ロ
汽
．
な
る
一
文
を
公
に
し
て

古
代
党
の
欝
護
を
試
み
、
近
代
党
に
対
抗
し
た
。
こ
の
一
文
に
長
け

る
テ
シ
プ
ル
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
日
前
節
に
な
い
で
略
述
し
た
が
、
と

く
に

bse．
師
、
s
h
g
と

HUMghb崎、なぱ
h
wな
た
mM
と
を
古
典
の
珠

玉
と
し
て
絶
讃
し
、
後
者
に
つ
い
て
は

E
H
B吉
日
ユ
宮
開
立
叩
昨
日

2
0同

MUMShbミ
伯
仲
。

F
M円
『
∞
百
号
。
同

ω
2・
自
。
円
。
印
可
昨
日
F

E
。
B
H
4。『
no
26 

。
州
当
泣
き
仏
の
g
E♂
岳
S
S
M－
♀
Z
B
H
H
g
g
君
。
円

m
g
p

ワハ】寸
ム

立昨日
H
A
W
門
m
告
の
ぽ
耳
凶
H
H
仏

5
0仏常ロ・
3

と
さ
え
云
っ
て
い
る
。

テ
ン
プ
ル
の
こ
の
論
文
は
、
英
国
に
な
げ
る
論
争
を
活
発
化
し
た
。

一
六
九
四
年
、
テ

Y

プ
ル
の
論
文
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ウ
ォ
？
ト
シ
（
巧
巴
U
E
巧
。
洋
。
ロ
）
は
、
均
三
町
立
な
ま
ど
し
も

g

h
s円
N．
町
三
円
制
送
出
回
h
o
h
P
3
N
h
g培
、
芯
堂
内
（
一
六
九
四
年
〉
を
世
に
問

ぃ
、
テ
ン

e

フ
ル
に
反
駁
し
た
。
ウ
ォ
？
ト
ン
は
、
こ
の
警
に
沿
い
て
、

文
学
の
分
野
で
は
近
代
が
古
代
に
ま
さ
る
と
は
一
式
え
た
い
が
、
そ
の
他

の
諸
学
芸
や
近
代
的
知
識
に
な
い
て
は
近
代
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る

と
の
彼
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
態
度
は
、
前
記
の
出
巳
門
⑦
E

4
『
告
の
態
度
に
似
て
い
る
。
こ
の
近
代
党
の
態
度
が
「
進
歩
」
の
理

念
と
結
び
つ
く
の
は
、
学
問
や
知
識
に
た
け
る
人
聞
の
進
歩
が
、
人
間

を
完
全
の
域
に
道
一
リ
き
八
地
上
の
ヱ
ヘ
国

V
（
関
山
門
神
宮
司
司
防

E
仏
政
命
）
を
生

む
と
考
え
た
点
に
あ
る
。
つ
い
で
、
一
六
九
七
年
、
ウ
オ
す
ト
ン
の

こ
の
蓄
の
第
二
版
に
附
し
て
、
当
時
の
古
典
学
者
り
チ
ャ

l
ド
・
ベ
ン

ト
レ
！
（
河
内
内
宮
山
門
仏
国
。
己
E
U「
）
の
匂
な
∞
ミ
宮
な
σお
母
、
。
S
N
p
h

町
、
な
H
N
問的。」
1

N
〕
P
R
H
N
Q
悼
式
加
〈
一
六
九
七
年
〉
が
公
け
に
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
ォ
グ
ス
フ
ォ
ー
ド
の
少
壮
竿
者
チ
ャ
ド
ル
ス
・
ボ
イ
ル
（
め
げ
ω
ユg

g
1
0）
が
一
六
九
五
年
に
編
纂
し
た
与
な
足
立
ミ

S
S
Sを
偽

造
書
簡
で
あ
る
と
誹
話
し
た
。
こ
の
書
簡
は
、
テ
ン
プ
ル
が
前
記
の

論
文
で
、
絶
護
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ン
ト
レ
i
の
攻
撃
に
対
抗

し
て
、
ボ
イ
ル
の
同
僚
で
あ
る
オ
グ
ス
フ
ォ
ー
ド
の
グ
ラ
イ
ス
ト
・
チ



ャ

i
チ
（
凸
H
M

ユ
与
の
F
Z
R
V
）
の
学
者
た
ち
は
、
む
『
・
同
w
h
ミ
h
h
h
q
w如

何
）

m
a
q
Hお
さ
ま

S
尋
問
同
音
．
u
q
g
ミ．

huぎ
h
a
s－
ミ
h
H
S
n

h可邑，
hE
ミ－
h
m師
寺
切
符
遣
さ
吉
晴
、
守

H
V
m
同
S
S
2
F
N
向。M

W
Q

『ぎ

N
W
ミ
句
会
阿
川
崎
ぬ
・
（
一
六
九
八
年
〉
と
題
ナ
る
論
文
を
出
版
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
ベ
ン
ト
レ

l
は
、
第
二
の

b
N．g町
立
む
な
．
0
3
を
公
け
に
し
て

応
開
削
す
る
。
す
る
と
今
度
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
キ
ン
グ
（
項
目
口
山
山
富

照
宮
ぬ
）
が

b
E旬。
h
寝
泊
。
h
a
S由
巳
言
、
〈
一
六
九
九
年
〉
を
発
表
し

て
、
ボ
イ
ル
対
ベ
ン
ト
レ
！
の

E

岳
α
E
g－8
・
z
g
D仲
S
S
S
M
－

そ
の
も
の
を
皮
肉
る
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
論
争
も
少
々
パ
カ
け
て
く

る。

i
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
『
桶
物
語
』
を
書
い
て
い
た
ス
イ
フ
ト
は
、

こ
の
論
争
の
呂
撃
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
桶
物
語
』
と
と
も
に
、
一

七
O
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
書
物
の
戦
争
』
は
、
九
一
間
述
の
一
ア
シ
プ
ル
に

対
す
る
よ
サ
ォ
？
ト
ン
の
反
論
に
対
し
て
テ
シ
プ
ル
を
擁
護
す
る
意
味
で

霊
聞
か
れ
た
と
も
一
耳
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

N
U
V
ミ
ミ
な
ば
岡
、
な
ミ
2
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
最
後

は
完
全
た
E

℃
尽
き
E
－uoHOB目
。
由
主
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
が
、
び
ろ

い
意
味
に
ふ
芯
け
る
入
近
代
人
と
古
代
人
の
優
劣
論

V
を
め
ぐ
る
問
題
に

内品

つ
い
て
は
、

ω
U
Zぬ
時
ロ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
町
吉
げ
ロ
ロ
ミ
皆
P

吋，

P
O
S
g
m可
5
0
3
K
F門出山由。
P

。H
M
m

『－

g
のロ
a
o
p
む
M

H

i

仏
国
口
言
。

た
ど
、
当
時
の
文
人
や
哲
学
者
の
多
く
が
、
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
で

十
七
世
記
の
後
半
か
ら
、
十
八
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
こ
の
論
争

は
、
近
代
の
思
想
を
基
礎
づ
け
た
「
進
歩
」
の
理
念
を
大
き
た
背
景
と

し
て
、
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の

意
義
の
一
端
を
、
わ
れ
わ
れ
は
や
が
て
『
桶
物
語
』
に
展
開
さ
れ
る
ス

イ
フ
ト
的
世
界
k

h

d

い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
泥
ろ
う
。
ー
さ
て
、

一
ア
ン
プ
ル
家
に
・
な
け
る
ス
イ
フ
ト
に
帰
ろ
う
。

ω
ス
イ
フ
ト
と
テ
ン
プ
ル
。

l
内
外
に
名
を
馳
せ
た
老
政
治
家
テ

ジ
プ
ル
の
も
と
に
な
け
る
若
輩
ス
イ
フ
ト
の
日
常
生
活
は
、
人
並
以
上

に
自
尊
心
の
た
か
い
ス
イ
フ
ト
に
と
っ
て
、
決
し
て
居
心
地
の
よ
い
も

の
で
は
た
か
？
た
で
あ
ろ
う
。
書
記
と
は
一
式
え
、
召
使
並
に
と
り
あ
っ

か
わ
れ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
た
い
。
し
か
し
、

E

吋
ゲ
自
立

oza

B
H
S
n
o
b
Z
5
3当日常）

5
5忠
吾
吾
。
。
U
O
B
昨
日
。
ロ
え

ωロ仲間宮
2

AA 
τょ

55w
ロ
2
F
S
C息
切
可
否
宮
仲

Z
・3

と
の
宅
・

0
・
叶
山
三
日
の
こ

と
ぽ
は
、
誇
張
に
過
ぎ
る
よ
う
だ
。
勿
論
、
若
い
ス
イ
フ
ト
と
六
十
才

を
越
え
た
一
ア

γ
プ
ル
と
の
聞
に
は
、
思
想
的
に
も
、
生
活
感
情
の
点
か

ら
去
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
た
く
い
ち
が
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
ス
イ
フ
ト
は
、
彼
の
生
涯
を
貫
一
く
思
想
の
形
成
に
な
い
で
、
テ
シ

プ
ル
烏
よ
び
テ

γ
プ
ル
と
共
に
過
し
た
ム
ア
・
パ
ー
ク
時
代
に
、
多
く

を
負
っ
て
い
る
。

ム
ア
・
パ
ー
ク
に
な
け
る
テ
シ
プ
ル
家
の
智
的
零
囲
気
は
、
中
世
的

た
伝
統
を
間
持
し
て
い
た
ト
日
ノ
一
一
一
ア
ィ
・
ヵ
レ
ザ
ジ
が
ス
イ
フ
ト
に
与

え
な
か
っ
た
生
新
さ
に
満
ち
て
い
た
。
紳
士
に
応
し
い
教
義
を
身
に
つ

け
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ク
ン
プ
リ
ザ
ジ
に
お

け
る
新
し
い
学
問
上
の
業
績
や
科
学
上
の
新
知
識
に
つ
い
て
、
詳
し
く

知
る
こ
と
も
で
ま
た
。
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
と
す
る
文
壇
の
様
子
に
つ
い

て
の
｝
一
ュ

I
ス
に
も
事
欠
か
た
か
っ
た
。
知
識
欲
や
野
心
に
満
ち
る
若
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者
に
と
っ
て
は
、
う
っ
て
つ
け
の
環
境
で
あ
る
F

そ
の
う
え
、
テ
シ
プ
ル
の
豊
富
た
蔵
書
に
接
し
え
た
こ
と
は
、
ス
イ

ア
ト
に
と
っ
て
、
大
き
た
牧
獲
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
暇
を
み
つ
け
て
は

読
書
に
ふ
け
っ
た
。
こ
と
に
一
ア
ン
プ
ル
が
死
ね
前
の
三
年
間
（
一
六
九

六
l
九
九
年
）
は
、
一
日
に
平
均
約
十
時
間
を
読
書
に
費
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、
真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
た
い
が
『
椙
物
語
』

に
一
示
さ
れ
て
い
る
古
典
に
つ
い
て
の
伎
の
豊
富
な
知
識
は
、
こ
の
時
期

に
ゐ
け
る
伎
の
な
ど
ろ
く
べ
き
読
書
の
量
を
裏
書
ぎ
し
て
い
る
。
大
学

時
代
に
得
意
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
語
、
一
ブ
一
ア
シ
語
に
つ
い
て
の
進
諸
が

大
い
に
役
立
ワ
た
こ
と
は
一
買
う
ま
で
も
な
い
。

kr・
の
丘
HMHS円。
HH
は、

こ
の
時
期
に
ス
イ
フ
ト
が
読
ん
だ
と
想
像
し
得
る
書
物
に
つ
い
て
、

円。
マB
A

か
な
り
詳
し
く
報
じ
て
い
る
が
、
そ
の
た
か
り
主
た
も
の
を
ひ
ろ
っ
て

み
る
と
、
出
。

E
⑦門ゆく四円ぬ円
H
W
H，F
ロの凶可門凶器。
m
－
。
3
U吋目白
P

F
ロ
2
2吉田、

H
H
f
u
o
n
E
H
O
V
H〕立時
N
S
b『
H
F
N
R
w
n仙
の
ゆ
円
0
・
司
げ
包
ωユ
ヂ
何
倍

σ＠宮山由唱

の
⑦
門
〈
ぬ
口
付
。
血
友
ど
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
一
物
は
、
テ
シ
プ
ル
の
知

的
背
景
左
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。

た
み
な
、
テ
ン
プ
ル
家
に
寄
寓
中
、
ス
イ
フ
ト
は
、
詩
人
に
た
っ
て
身

を
立
て
よ
う
と
本
気
に
考
え
て
、
詩
作
に
ふ
け
っ
た
。
綾
は
、
生
涯
を

通
し
て
、
多
〈
の
詩
を
書
い
た
が
、
一
般
に
は
、
今
日
に
た
い
て
も
、

役
の
詩
は
る
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
泣
い
。
伎
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
、

一
つ
の
伝
説
の
よ
う
た
話
が
、
ス
イ
フ
ト
の
ほ
と
ん
ど
の
伝
記
者
に
よ

っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
イ
フ
ト
は
、
ド
ラ
イ
デ
シ
と
遠
縁

の
関
係
が
る
っ
た
、
す
な
わ
ち
詳
し
く
云
え
ば
、
ド
ラ
イ
デ
ン
は
ス
イ

プ
ト
の
祖
母
に
当
る
エ

P
ザ
ペ
ス
・
ド
ラ
イ
デ
ン
の
甥
？
あ
っ
た
守
ス

イ
フ
ト
が
、
ム
ア
・
パ

I
ク
時
代
〈
一
六
九
二
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
）

忙
、
自
分
の
一
友
、
当
時
の
詩
壇
の
み
た
ら
や
英
文
壇
の
大
御
所
で

る
っ
た
ド
ラ
イ
デ
ン
に
見
せ
た
と
こ
ろ
「
ね
え
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
、
た
ま

え
は
詩
人
た
ん
か
に
や
品
な
れ
た
い
よ
」

E

。
。
ロ
切
山
口
旬
。
口
忠
F
M
5・
uE戸

当
己
目
白
雪

2
g
白
］
己
免
・
3

と
一
蹴
さ
れ
た
と
云
う
話
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
、
後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
ス
イ
フ
ト
の
ド
ラ
イ
デ
ン
に
対
す
る

執
劫
た
反
感
を
招
い
た
と
一
式
わ
れ
る
。
勿
論
、
真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
ら

ぬ
が
、
見
栄
坊
で
傷
つ
き
ゃ
す
い
ス
イ
フ
ト
に
し
て
み
れ
ば
、
あ
り
そ

う
ゑ
こ
と
で
る
る
。
ー
テ
ン
プ
ル
と
と
も
に
送
っ
た
ム
ア
・
パ
ー
ク
時

代
の
ス
イ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
恋
愛
事
件
な
ど
、
ま
だ
語
ら
ね
ぽ
友
ら

ぬ
こ
と
も
あ
る
に
は
あ
る
が
『
桶
物
語
』
執
筆
の
背
景
は
、
以
上
で
、

大
体
、
準
備
さ
れ
た
筈
で
る
る
。

間
『
一
捕
物
語
』
の
執
筆
と
出
版
。

i
『
桶
物
語
』
な
よ
び
『
書
物

の
戦
争
』
『
精
神
の
機
械
的
作
用
』
の

E
確
友
執
筆
の
時
期
に
つ
い
て

は
、
こ
の
章
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
結
論
を
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。

ス
イ
フ
ト
自
身
が
需
物
語
』
の
制
作
年
代
と
し
て
示
唆
し
て
い
る

τょ

一
六
九
六

l
九
七
年
は
、
後
代
の
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
の
推
定
年
代
と

一
致
し
な
い
。
少
し
は
や
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ス
イ
ブ
ト
の
あ
い
ま
い

ち
仏
態
度
に
つ
い
て
の
三
宮
内
包
与
は
「
作
品
の
欠
点
が
さ
ら
け
だ
さ
れ

た
と
き
に
、
一
式
い
の
が
れ
が
で
き
る
よ
う
に
、
ス
イ
フ
ト
は
、
こ
の
作

品
が
実
際
よ
り
も
鳴
い
時
代
の
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
の

T
1
4
 

ぞ
ん
売
の
で
あ
る
」
と
一
去
っ
て
い
る
。
ひ
ね
く
れ
た
見
解
で
あ
る
よ
う

2& 



だ
が
、
案
外
評
判
を
気
に
し
た
ス
イ
フ
ト
に
し
て
み
れ
ぽ
、
み
り
そ
う

4

な
こ
と
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
出
版
は
一
七

O
四
年
で
あ
る
が
、
一
ア
シ
プ
ル
の
死

と
と
も
に
一
六
九
九
年
ス
イ
フ
ト
は
ム
ア
・
パ
ー
ク
を
去
っ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
時
ま
で
に
は
一
二
篇
と
も
完
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と

一
疋
う
点
に
沿
い
て
は
、
研
究
者
の
意
見
は
大
体
一
致
し
て
い
る
。
そ
し

て
E
斗
宮
田
口
町
の
Q
ロ
話
。
山
由
民
認
可
円
。
門
吉
の
件
。
同
仲
町
H
O
ω
け
口
弘
司

U
気回。

0
0
 

守
Eム

。σ叩兆円
J
s
t
o
p
ω
白
色
昨
日

5

H口
dqゆロ片山
Q
H
M
G
h
ω
⑦
ぐ
⑦
町
内
己
ペ
⑦
凶
門
田
・

3
と
の

ス
イ
ブ
ト
の
こ
と
ば
が
一
示
す
よ
う
に
、
一
定
の
ま
と
ま
っ
た
時
期
に
、

一
息
に
書
き
あ
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
、
一
一
、
三
の
研
究
者
の
見
解
を
綜
合

し
て
、
考
え
て
み
る
と
、
凡
そ
次
の
こ
と
が
一
再
え
る
。
『
桶
物
語
』
の

左
か
の
宗
教
的
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
部
分
（
三
人
兄
弟
の
物
語
）
は
、
二
八

九
六

i
九
八
年
に
警
か
れ
、
つ
い
で
『
書
物
の
戦
争
』
は
、
前
述
の
ウ

オ
？
ト

γ
及
び
ペ
ン
ト
レ
！
の
一
ア
ン
プ
ル
に
対
ず
る
反
論
が
出
版
〈
一

六
九
七
年
〉
さ
れ
た
直
後
一
六
九
八
年
の
は
じ
め
に
執
筆
さ
れ
た
。
つ

い
で
一
六
九
九
年
頃
に
『
橋
物
語
』
の
残
り
の
部
分
と
『
精
神
の
機
械

的
作
用
』
が
書
ぎ
る
け
ら
れ
た
。
『
柄
物
語
』
が
、
二
つ
の
時
期
に
わ

け
で
書
か
れ
て
な
り
、
後
の
部
分
が
『
査
す
物
の
戦
争
』
の
る
と
で
警
か

れ
た
と
一
一
内
う
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
章
で
の
ペ
る
『
橋
物
語
』
の
構
成
を
理

解
す
る
と
き
に
重
要
注
意
味
を
も
っ
。

こ
の
三
篇
が
一
巻
に
ま
と
め
ら
れ
、
一
七

O
四
年
ロ
ン
ド
ン
で
出
版

さ
れ
る
や
、
文
壇
は
も
と
よ
り
、
政
治
家
や
宗
教
家
た
ち
の
間
に
も
、

大
き
な
反
響
を
生
ん
が
ん
。
作
者
が
匿
名
で
あ
る
と
一
式
う
こ
と
が
、
一
句
セ

う
人
々
の
好
奇
心
を
揚
っ
た
。
怒
り
と
興
奮
と
好
奇
心
に
み
ち
た
反
響

で
あ
っ
た
。
作
者
が
誰
で
る
る
か
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
友
噂
が
ひ
ろ

が
っ
た
。
風
評
に
よ
っ
て
、
作
者
で
る
る
と
で
っ
ち
あ
凶
げ
ら
れ
た
人
の

一
入
者
邑
E
5
5認
の
如
き
は
、
日
山
。
遣
問
勾
ミ
悼
む
『
宮

S
H吉

凶JhNN
応ミ
hN
パ
吋
忘
（
一
七

O
四
年
〉
を
出
版
し
て
、
自
分
が
そ
の
作
者

で
友
い
こ
と
を
解
明
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
出
版
と
同
時
に
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
へ
渡
っ
た
ス
イ
フ
ト
は
、
ア
イ
リ
γ

シ
ュ
海
を
へ
だ
て
て
、
何
知
ら

ぬ
顔
で
、
こ
の
光
景
を
眺
め
て
い
た
。
ー
そ
れ
ほ
ど
反
響
を
呼
ん
だ
こ

の
一
巻
、
こ
と
に
『
橋
物
語
』
に
た
い
て
、
ス
イ
フ
ト
は
、
何
を
、
ど

の

よ

う

な

立

場

か

ら

書

い

た

の

か

。

、

（設）

1

守口州立宮、
HHω
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入
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同
日
HHbq」
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M
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h
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w
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＆
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－
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HHF
沼
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N
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4
N
・

J

川
一
切
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
次
の
書
物
に
負
ラ
と
こ
ろ
が
多

主、同
－
∞
・
切
口
三
同

J
p
h
h礼
町
ぬ
也
、

N
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0白血
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p
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②
書
店
主
よ
り
読
者
へ
（
寸
宮
∞

g
Z色
。
2
0
H
V
巾
河
内
出
す
円
）

③
後
代
主
子
殿
下
に
献
け
る
書
簡
（
叶
Z

H
凶

HM山注目。

U
E甘
え
。
ミ

件
。
出

zmCM1包
出
向
ぬ
HM
ロ
om臼
可
円
山
口

g
］

μ
。
田
宮
町
円
伸
之

④

緒

言

（

H
，V
⑦

HVZ官。。）

切

第

一

章

序

論

（

寸

H
U
O
H
D仲門

C
E♀
宮
口
）

⑤

第

二

章

桶

物

語

（

K

F

4

巳σ

丘
釦
叶
三
）
）

⑦
第
コ
一
章
批
評
家
に
つ
い
て
の
脱
線
主
口
百

2
8古
口
口
O
D
E

。。
2
M
山口ぬの円山月刊の｝内）

③
第
四
章
一
指
物
語
（
k
r

－H，
色
。
。
片
山
↓
ロ
ぴ
）

③
第
五
章
近
代
風
の
脱
線
（
〉
口
定
詰
富
山
0
3
吉
号
伶
宗
主
将
ロ

民
吉
込
）

＠
第
六
章
桶
物
語
（
〉
吋
丘
命
。
同

mw

づ
H
C
）

。
第
七
章
脱
線
を
護
え
る
脱
親
（
陰
口
Z
3
E
E
D
宮
司
民
間
。

え

U
S
3混同
O
ロ）

⑬

第

八

章

椅

物

語

（
K

F

H
，
色
ゆ
え

ω
寸ロ
σ）

⑬
第
九
章
社
会
に
な
け
る
狂
気
の
起
源
と
効
用
と
利
用
に
つ
い

て
（
k
r
ロ
釘
g
m
g目。ロ（
U
O
P
の
⑦
門
口
山
口
ぬ
岳
σ
。
円
山
ぬ
古
色
w
s
o
d
s

尚
昆
同
吉
円
以
門
O

S

5

3沖

o
h
Z
K戸
口
岩
間

ωω

山
口
問
。
。
ョ
S
O
D
a

君
。
向
洋
げ
）

⑪
第
十
章
脱
線
の
続
き
（
kr
一
万
三
宮
門
口
広
円
命
日
開
問
。
ロ
）

⑮

第

十

一

章

桶

物

語

（
K
F

吋
色
。
ぇ

ω
寸ロ
σ）

強
第
十
二
章
結
語
（
吋
げ
角
川
（
U
C
ロ
a
g目。ロ）

こ
の
よ
う
に
、
『
桶
物
語
』
の
構
成
は
、
複
雑
で
あ
る
。

一
見
す
れ
ば
、

M
N

・
0
正
当
窓
口
ぬ
が
一
式
う
よ
う
に
、

t
同町。

ω由
Z
E
m
F山口ぬ

g
gゆ
え

守上

古
待
。
広
告
件
目
。
ロ
夕
刊

M2同
信
号
m
w
m。。立。
5
ω
D
a
岳ぬ円。由。円。
5
3
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
ス
イ
フ
ト
の
魂
胆
る
つ
て
の
、
み
せ
か
け
の

無
秩
序
で
あ
る
。
本
寸
〈
に
さ
き
充
つ
各
項
及
び
本
文
の
各
章
は
、
細
心

の
計
画
の
も
と
に
棒
戒
さ
れ
て
い
る
。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

言
同
州
・
∞
仲
間
兵
器
き
の
す
ぐ
れ
た
研
叫
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
、

そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
〉

そ
れ
で
は
、
ス
イ
フ
ト
は
、
こ
の
み
せ
か
け
の
無
秩
序
に
よ
っ
て
、

何
乞
試
み
よ
う
と
し
た
の
か
。
当
時
流
行
の
「
近
代
」
作
家
の
作
品
に

な
け
る
構
成
の
無
秩
序
を
識
別
す
る
の
で
あ
る
。
攻
撃
の
対
象
に
友
っ

た
一
近
代
」
作
家
は
、
ド
ラ
イ
デ

γ
、
ペ
ン
ト
レ
I
、
ウ
オ
？
ト
ン
、

ラ
イ
マ
I
（
H
，H
H
O
S
知
的
河
吉
HMmw卒
、
デ
一
一
ス

2
0
F
ロ
む
き
口
同
盟
）
、
一
ア

ィ
ト
（
Z
己
Z
E
寸
え
⑦
）
友
ど
、
主
と
し
て
ロ
ン
ド
シ
の
グ
ラ
プ
得

（
の
さ

σ
日『
2
片
）
を
本
拠
と
す
る
文
人
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
簿
成
そ
の
も
の
が
菰
刺
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
容
に

な
い
て
も
、
誠
刺
で
る
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
な
か
ら

識
別
的
要
素
を
撰
り
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
友
作
品
で
は
友
い
。

作
品
そ
の
も
の
が
、
甑
刺
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
に
烏
い
て
、

ス
イ
ブ
ト
の
諒
刺
の
手
法
を
と
く
に
と
り
あ
け
る
こ
と
は
し
，
な
い
が
、

何
故
、
伎
が
認
科
家
で
る
ら
ね
ぽ
友
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
の
必
然

的
意
味
は
、
あ
一
と
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
る
ろ
う
。

ω
『
一
荷
物
語
』
の
内
容
。
！
第
一
章
の
ま
え
に
あ
る
部
分
、
ず
ιな

わ
ち
前
節
に
か
か
け
た
骨
粗
に
烏
い
て
①
②
③
④
を
占
め
る
部
分
は
、

31 



仰
々
し
い
献
辞
や
緒
言
で
る
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
の
核
心
は
当
時
の
文

壇
の
聞
に
流
行
し
て
い
た
勿
体
ぶ
っ
た
献
辞
や
序
文
に
対
す
る
形
式
上

の
調
別
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
本
丈
を
貫
く
一
ア

I
マ
の
前
奏
曲
と
も

一
耳
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
各
k

に
つ
い
て
の
詳
述
は
し
た
い
が
、

＠
の
「
緒
言
」
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
て
烏
き
た
い
。

最
初
に
、
『
桶
物
語
』
と
云
う
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

彼
は
「
水
夫
た
ち
が
鯨
に
出
る
う
と
、
気
を
粉
わ
す
た
門
の
に
、
空
の

桶
を
投
け
あ
巴
た
え
て
、
船
に
乱
暴
を
与
え
る
の
を
防
ぐ
と
一
式
う
習
慣
が

あ
る
」
と
説
明
し
、
こ
の
書
の
意
図
は
、
こ
の
蓄
を
現
代
の
才
人
た
ち

q
a
 

（
王
宮
）

i
鯨
に
た
と
え
ら
れ
る
ー
に
投
け
つ
け
て
、
彼
ら
が
国
家

i
船

に
た
と
え
ら
れ
る
ー
を
ゆ
す
ぶ
り
も
て
る
そ
ん
で
、
危
害
を
加
え
る
こ

と
を
防
ご
う
と
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
本
文
の
内
容
に
直
接
関
係
が
あ
る
も
の
で
は

友
く
、
こ
の
書
物
の
性
格
を
暗
示
す
る
タ
イ
ト
ル
友
の
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
の
説
明
に
続
い
て
、
近
代
的
才
人
（
神
宮
冨
o宏
司
口
当
日
同
部
）

に
対
す
る
攻
撃
が
は
じ
ま
る
。
攻
撃
と
一
式
つ
で
も
、
実
に
巧
み
左
譲
別

的
手
腕
に
よ
っ
て
で
る
る
。
そ
の
要
点
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
現
代

の
英
国
に
は
、
多
く
の
自
称
「
才
人
」
が
い
る
が
、
彼
ら
は
、
才
人
に

応
L
い
真
の
ウ
イ
？
ト
に
続
け
て
い
る
。

E

同町。

D
O
E
g仲釦門戸内同

5
0田内

A
－
 

C
由
民
旦
の
は
件
。
同
月
HEHgロo
Z洋
己
吋
⑦
w
w

で
あ
る
真
の
ウ
イ
？
ト
は
、

学
識
や
正
し
い
判
断
力
、
叡
智
や
す
同
倫
友
趣
味
一
の
反
映
で
あ
っ
て
、
単

に
途
方
も
な
い
こ
と
や
言
葉
の
遊
戯
友
ど
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

つ
い
で
、
「
近
代
」
作
家
の
調
刺
を
識
別
す
る
G

「
小
生
の
良
心
に
と

つ
て
の
大
き
友
慰
め
は
、
こ
の
よ
う
左
藤
っ
た
有
益
友
物
語
を
、

ロU

の
調
別
も
交
え
、
？
に
書
い
た
こ
と
で
る
る
」
と
吹
聴
し
企
な
が
ら
、
「
近

代
し
と
調
刺
家
の
態
度
を
調
刺
ず
る
。
ア
テ
ネ
の
国
家
に
な
げ
る
調
刺

家
と
英
国
の
調
刺
家
と
を
較
べ
友
が
ら
、
真
の
調
別
家
の
態
度
を
の
べ

て
い
る
部
分
は
、
ス
イ
フ
ト
が
ア
リ
ス
ト
ア
ア
ネ
ス
的
友
菰
刺
家
の
態

度
に
た
っ
て
、
当
時
の
作
家
に
流
行
し
て
い
た
ル
、
不
y

サ
シ
ス
的
調
刻

家
の
態
度
を
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
を
一
不
ず
。
ス
イ
フ
ト
も
ア
リ
ス
ト
ア

ア
ネ
ス
も
、
時
代
の
文
化
的
価
値
の
過
渡
期
に
生
き
た
調
刺
家
で
あ

っ
て
、
彼
ら
は
何
れ
も
古
い
価
値
基
準
に
基
い
て
、
新
し
い
も
の
が

は
び
こ
る
社
会
を
矯
正
し
よ
う
と
し
た
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
ら
の

調
刺
は
、
個
人
的
友
欠
点
を
衝
く
。
そ
れ
に
反
し
、
ル
、
ネ
ツ
サ
シ
ス
的

菰
刺
は
、
非
個
人
的
で
あ
り
、
友
に
か
を
菰
刺
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

で
特
定
左
人
間
が
罪
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
友
い
、
む
し
ろ
、
人
々
は
、

く
す
ぐ
り
の
よ
う
友
調
剰
を
た
の
し
む
。
ス
イ
フ
ト
は
、
こ
の
よ
う
友

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
調
剰
に
反
対
す
る
。
こ
れ
で
は
、
何
の
た
め
忙
誠
刺

が
行
わ
れ
る
の
か
わ
か
ら
友
い
。
調
刺
は
、
人
間
や
個
人
の
欠
点
を
矯

王
ず
る
も
の
だ
か
ら
、
人
々
が
そ
れ
に
怒
り
を
氾
覚
え
る
よ
う
友
も
の
で

t

な
け
れ
ば
友
ら
ぬ
、
と
ス
イ
フ
ト
は
考
え
る
。
被
は
ア
リ
ス
ト
ア
ァ
、
ネ

ス
の
調
剥
が
、
個
人
的
で
あ
り
、
悪
罵
的
友
も
の
で
る
る
所
以
で
あ
一

る
。
こ
の
点
に
な
い
て
も
、
伎
は
、
ル
ネ
ツ
ザ
シ
ス
に
は
じ
ま
る
近
代

的
友
態
度
に
反
対
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
「
結
言
」
に
続
く
＠
第
一
章
「
序
論
L

を
、
彼
は
演

説
を
ぶ
つ
た
め
の
三
つ
の
道
具
、
す
友
わ
ち
説
教
ム
口
（
昨
日
g
H
E］立件）、
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梯
子
（
円

E
E門
出
会
1

）
、
巡
回
演
壇
（
任
命
田
宮
ぬ
や
ま

55HM片
）
に
づ
い

て
の
説
明
か
ら
は
じ
め
る
。
は
じ
め
に
、
こ
れ
ら
の
道
具
の
材
料
や
用

途
を
説
く
が
、
結
局
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
宗
教
や
学
芸
の
愚
劣

F

さの一

象
綾
町
と
し
て
、
と
り
る
つ
か
わ
れ
る
。
宗
教
と
学
芸
に
対
す
る
調
刺
は

『
橋
物
語
』
の
中
心
一
ア

i
マ
で
あ
る
。
宗
教
上
の
調
刺
の
対
象
と
な

る
の
は
、
主
と
し
て
非
国
教
徒
で
る
る
。
近
代
的
学
芸
の
根
域
と
も
云

う
べ
き
グ
ラ
プ
得
の
輩
に
つ
い
て
、
ス
イ
フ
ト
は
語
る
、
「
グ
ラ
プ
得

の
賢
者
た
ち
は
、
自
ら
の
教
訓
や
学
識
を
象
徴
や
寓
話
の
車
で
運
ぶ
の

を
常
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
車
を
必
要
以
上
に
丹
念
に
飾
り
た

て
た
の
で
、
金
ぴ
か
に
ι
装
飾
さ
れ
す
ぎ
た
馬
車
と
同
ヒ
運
命
に
お
ち
い

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
一
瞥
を
与
え
る
も
の
は
、
外
面
の
け
ば
け
ば

し
き
に
目
が
く
ら
み
、
想
像
が
充
満
し
、
中
に
乗
っ
て
い
る
持
主
の
人

《。

柄
や
才
能
を
考
え
る
余
裕
が
友
く
－
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
。
つ
い
で
、

彼
の
及
撃
は
、
ド
ラ
イ
デ

y
に
集
中
さ
れ
る
。
勿
論
、
ド
ラ
イ
デ
ン
は

当
時
の
文
壇
の
大
御
所
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
古
典
に
対
す
る
態
度
に
た

い
て
、
決
し
て
完
全
一
な
近
代
党
で
は
友
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、

ド
ラ
イ
デ
ン
に
対
す
る
こ
の
集
中
攻
撃
の
背
後
花
、
既
述
の
ド
ラ
イ
デ

ン
と
ス
イ
フ
ト
を
め
ぐ
る
伝
説
b
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
余
韻
が
感
ヒ
と

ち
れ
る
。

さ
て
、
窃
第
二
章
か
ら
、
本
筋
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
触
れ

た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
な
け
る
調
剰
の
一
ア
！
？
は
二
つ
に
わ
け
ら
れ

る
。
宗
教
上
の
問
題
と
学
芸
上
の
問
題
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
質
的

に
は
、
こ
の
ご
勺
の
一
ア

I
マ
は
、
近
代
的
傾
向
に
対
ナ
る
否
定
的
態
度

と
一
試
う
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
。
宗
教
上
の
問
題
は
、
⑥
第
二

章
、
⑧
第
四
章
、
⑬
第
六
千
一
卒
、
⑫
第
八
章
、
⑮
第
十
一
章
の
各
章
、
ず

友
わ
ち
三
人
兄
弟
を
必
ぐ
る
物
語
に
な
い
で
と
り
あ
け
ら
れ
、
学
芸
上

の
問
題
は
、
⑦
第
三
章
、
③
第
五
章
、
⑪
第
七
章
、
⑮
第
九
章
、
⑭
第

十
支
店
の
各
室
ナ
友
わ
ち
「
脱
椋
し
の
章
で
と
り
あ
け
ら
れ
る
。

先
守
、
三
人
兄
弟
の
物
語
が
語
ら
れ
る
五
つ
の
章
の
擾
概
を
、
ま
と
め

て
、
簡
単
に
解
説
し
た
が
ら
、
の
ぺ
て
み
よ
う
。

i
昔
、
或
る
人
が
妻

と
の
間
に
三
つ
児
を
も
う
け
た
。
兄
弟
の
区
別
は
産
婆
に
も
つ
け
ら
れ

友
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
コ
一
人
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ピ
！
タ

I

（
翠
君
主
、
マ
ー
チ
ン
（
冨
一
時
丘
息
、
ジ
ヤ
γ

ク
ヘ
H
R
W）
と
名
づ
け

ら
れ
る
。
（
日
」

l

グ
ー
は
ロ

i

マ
教
会
、
マ

I
チ
ン
は
云
ω込山（
D

F
E
V
2
の
流
れ
を
汲
む
英
国
々
教
会
、
ジ
ヤ
？
ク
は
い
O
Fロ
め
色
〈
山
口

の
系
統
を
ひ
く
非
国
教
徒
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
）
聞
も
泣
く
、
父
は
死

ぬ
が
、
死
に
際
に
、
何
時
ま
で
経
つ
で
も
古
く
友
ら
や
、
身
体
の
成
長

と
と
も
に
大
き
く
4

な
る
と
一
式
う
上
衣
を
、
一
巻
の
遺
言
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
子
供
に
む
こ
す
。
遺
畳
一
口
は
、
そ
の
上
衣
の
着
方
及
び
取
扱
い

方
を
詳
し
く
説
明
す
る
と
共
に
、
兄
弟
が
仲
良
く
暮
す
こ
と
を
命
じ
て

い
る
。
（
遺
言
は
新
約
聖
書
、
上
衣
は
キ
り
ス
ト
教
の
教
理
及
び
信
仰

を
指
す
）
絞
ら
は
、
や
が
て
得
へ
で
て
社
交
界
に
出
入
り
す
る
が
、

い
つ
も
閉
じ
質
素
左
上
衣
を
鳶
て
い
て
は
、
貴
婦
人
方
に
は
も
て
友

い
し
、
人
々
か
ら
は
馬
鹿
に
さ
れ
る
。
結
局
、
誘
惑
に
負
け
た
彼
ら
は
、

遺
言
の
意
味
を
勝
一
ヰ
J

に
変
え
た
り
、
企
な
ん
と
か
こ
じ
つ
け
て
、
い
ろ

い
ろ
友
飾
り
を
身
に
つ
け
る
に
至
る
。
符
の
流
行
が
変
る
た
び
に
、
適
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当
に
遺
ヰ
一
一
口
の
意
味
を
ご
ま
か
し
て
、
上
衣
に
加
の
筒
り
を
つ
け
た
り
、

上
衣
の
型
を
変
え
た
り
す
る
。
遂
に
は
、
遺
言
を
金
庫
の
な
か
に
し
ま

っ
て
、
特
別
の
時
以
外
に
は
、
必
っ
た
に
開
け
て
み
な
い
こ
と
に
す
る

始
末
。
そ
の
う
ち

ι、
ピ

i
グ
ー
が
一
一
一
人
の
う
ち
で
頭
角
を
あ
ら
わ
し

て
く
る
。
彼
は
、
ジ
ヤ
ザ
ク
や
マ

i
チ
ン
に
、
自
分
を
「
わ
が
主
ピ
ー

タ

i
」
（
F
o
E
p
u
Zろ
と
呼
ぶ
よ
う
に
命
ビ
、
自
分
こ
そ
父
の
実
主

の
相
続
人
で
る
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。
彼
は
、
い
ろ
い
ろ
奇
抜
友
も

の
を
発
明
す
る
。
（
こ
れ
は
ロ

i
マ
教
会
が
っ
く
り
る
け
た
戒
律
や
儀

式
を
指
す
）
彼
の
横
暴
は
、
ま
す
全
ず
募
h
v
、
遂
に

J

ジ
ヤ
γ

ク
と
マ
ー

チ
ン
を
自
分
の
屋
敷
か
ら
追
出
し
て
し
ま
う
。
追
い
だ
さ
れ
た
二
人
は

自
分
た
ち
の
非
行
を
悔
い
、
今
後
は
遺
言
を
守
っ
て
生
き
る
こ
と
を

決
心
す
る
。
し
か
し
、
二
人
は
遺
言
の
解
釈
に
な
い
で
そ
れ
ぞ
れ
遭
っ

て
い
た
。
結
局
、
二
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
た
方
法
で
生
き
る
乙
と
に

な
る
（
宗
教
改
革
に
沿
け
る
ル
？
ク
l
及
び
カ
ル
グ
ァ
ン
の
態
度
）
。

こ
の
物
語
の
最
後
の
部
分
〈
第
八
、
十
一
章
〉
は
、
主
と
し
て
、
そ

の
後
の
ジ
ヤ
サ
ク
の
所
業
が
の
べ
ら
れ
る
。
ジ
ヤ
？
ク
の
狂
人
め
い
た
一

「
熱
狂
L

（N
S
H
）
は
、
風
神
祇
（
k
p
H
W
O
H
山
田
宮
〉
と
一
足
う
奇
妙
な
｛
一
ポ
波

の
と
ん
で
も
左
い
教
理
を
通
し
て
、
噺
笠
ん
さ
れ
る
。
ナ
友
わ
ち
、
嵐
神

派
の
教
J

径
と
し
て
の
ジ
ャ
？
ク
の
奇
抜
な
生
活
振
り
を
措
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
ス
イ
フ
ト
は
、
ヵ
ル
ヴ
ア
シ
の
流
れ
を
汲
む
清
教
徒

i
非
関
教

徒

i
の
円
⑦
】
山
ぬ

E
g
g
sロ曲目
5
2
を
、
さ
ん
ざ
ん
調
刺
す
る
の
で
あ

る
。
ー
以
上
が
二
一
人
兄
弟
の
物
語
の
梗
『
銃
で
あ
る
。

り
ぎ
に
‘

「
脱
繰
」
の
章
に
う
つ
る
。

「
脱
線
す
一
の
各
堂
a

は
、
コ
一
人

兄
弟
の
物
語
の
各
宝
石
占
あ
い
だ
に
、
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

先
十
、
③
第
三
宣
ι

「
批
評
家
に
つ
い
て
の
脱
線
1

一
に
沿
い
て
は
、
例

の
「
近
代
的
」
文
人
た
ち
が
、
槍
玉
に
あ
け
ら
れ
、
「
近
代
的
」
批
評

家
は
、
古
代
の
伝
統
に
基
く
真
の
批
評
家
で
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。

ス
イ
ぃ
フ
ト
に
よ
れ
ば
、
真
の
批
評
家
と
は
「
自
分
自
身
や
世
間
の
た
め

に
規
範
を
つ
く
り
あ
け
る
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
範
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
注
意
深
い
読
者
は
、
す
ぐ
れ
た
文
人
の
作
品
に
つ
い
て
、

判
断
を
下
す
こ
と
が
出
来
、
山
田
京
高
’
な
も
の
及
び
見
事
な
も
の
を
鑑
賞
で

き
る
趣
味
を
培
う
こ
と
が
で
号
、
そ
の
上
、
内
容
や
文
体
に
な
げ
る
あ

ヴ

4

ら
ゆ
る
真
の
突
を
、
賓
の
美
か
ら
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
こ
れ
に

反
し
て
「
近
代
し
批
評
家
は
、
多
く
の
読
物
を
読
み
漁
っ
て
、
そ
の
－
な

か
の
欠
点
や
誤
謬
を
さ
が
し
、
援
き
あ
う
め
、
誇
張
し
て
、
そ
れ
を
世

人
に
供
す
る
の
を
任
務
と
す
る
E

向
己
目
的
。
。
ぐ
常
雪
印
ロ
色
。
。
－

z
n
Z円
え

要
三
宮
門
汽
苦
言
厚
相
三
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

3.4 

③
第
五
章
「
近
代
風
の
脱
線
」
に
沿
い
て
も
、
文
人
た
ち
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
当
時
の
知
識
人
の
「
近
代
的
」
態
度
を
攻
撃
す
る
。
彼

ら
は
、
古
代
人
の
ナ
ぐ
れ
た
作
品
に
は
見
向
き
も
せ
や
、
「
近
代
的
」

知
識
に
の
み
頼
っ
て
作
品
を
垂
直
く
。
「
近
代
」
作
家
の
ホ

i

マ
ー
に

対
ず
る
攻
撃
を
皮
肉
っ
て
、
ス
イ
フ
ト
は
「
機
械
学
の
諸
方
面
に
な
い

て
も
、
一
彼
〈
ホ

i
マ
l
〉
の
訣
点
は
著
し
い
。
小
生
は
、
近
代
才
人
に

な
馴
染
み
の
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
、
ホ

I
マ
I
の
作
品
を
読
破
し
た

が
、
あ
の
有
益
た
徳
用
燭
ム
ロ
に
つ
い
て
は
、
全
然
、
言
及
ず
ら
見
出
せ

q

な
か
っ
た
。
若
し
近
代
人
が
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
な
か
っ
光
ら
、
こ



の
紋
点
の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
今
日
も
簡
の
中
を
う
ろ
つ
い
て
い
る
だ
ろ

う
。
常
こ
の
著
者
を
責
む
べ
き
も
っ
と
顕
著
た
猷
点
は
、
被
が
こ
の
英

国
の
慣
習
法
や
英
国
々
教
会
の
教
義
と
戒
律
に
つ
い
て
全
く
無
知
で
あ

る
こ
と
。
こ
の
扶
点
の
故
に
ホ
i
マ
！
な
よ
び
全
古
代
人
は
、
わ
が
有

徳
聴
明
の
友
、
神
学
士
ウ
ォ
ッ
ト
シ
氏
の
た
め
、
そ
の
比
類
友
き
名
著

『
古
代
と
近
代
の
学
問
』
に
も
が
い
て
、
非
難
を
う
け
る
こ
と
に
－
な
っ

た
味
と
一
式
う
。
か
く
「
近
代
」
作
家
の
古
典
に
対
す
る
態
度
を
誠
刺

し
、
最
後
に
ス
イ
フ
ト
は
、
「
近
代
」
作
家
の
範
と
も
一
式
う
べ
き
グ
ド

ラ
イ
デ
ン
大
先
生
グ
〈
。
需
の
足
早
ロ
ミ
仏
⑦
ろ
が
自
分
の
作
品
に
示

し
た
形
式
上
の
教
訓
を
皮
肉
る
の
で
あ
る
。

⑪
第
七
章
「
脱
線
を
讃
え
る
脱
線
」
に
な
い
て
、
一
近
代
」
才
人

や
「
近
代
一
学
者
に
特
有
友
態
度
を
調
別
ず
る
。
ナ
’
な
わ
ち
、
彼
等
は

原
太
を
通
し
て
深
く
考
え
る
こ
と
友
く
、
索
引
、
梗
概
、
註
釈
室
問
、

参
考
書
、
辞
書
類
、
選
集
、
文
集
な
ど
を
読
み
漁
る
。
こ
う
し
て
数
週

間
ほ
ど
す
る
と
「
ど
ん
な
に
深
遠
で
普
辺
的
友
問
題
で
も
処
理
し
う
る

作
者
が
生
れ
る
。
頭
の
中
は
昼
つ
ぽ
で
も
、
備
忘
録
に
い
っ
ぽ
い
書
き

込
み
が
あ
れ
ば
、
方
法
と
文
法
と
で
っ
ち
あ
け
の
点
、
だ
け
大
自
に
み
て

や
り
、
必
要
友
ら
他
人
の
文
章
を
写
し
と
り
、
本
題
か
ら
脱
線
す
る
特

権
を
認
め
て
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
一
巻
の
圭
一
回
を
書
を
あ
け
る
た
め
の
内

容
に
は
事
歓
か
ね
L

そ
し
て
、
も
し
こ
の
よ
う
左
掛
酌
が
－
な
さ
れ
友

い
友
ら
、
「
わ
れ
ら
近
代
才
人
が
性
質
を
異
に
す
る
無
数
の
項
目
に
つ

い
て
寄
せ
あ
づ
め
た
文
集
を
世
に
紹
介
す
る
機
会
を
ど
う
し
て
持
つ
こ

と
が
出
来
よ
う
サ
と
ス
イ
フ
ト
は
辛
諌
友
筆
を
運
ぶ
。

⑬
第
九
掌
「
社
会
に
た
け
る
狂
気
の
起
源
と
効
用
と
利
用
に
つ
い

て
」
は
、
こ
の
作
者
に
沿
い
て
重
要
た
位
置
を
し
め
る
。
こ
の
章
が

『
桶
物
語
』
の
ク
ラ
イ
マ
ザ
グ
ス
で
る
る
二
、
ど
に
つ
い
て
は
、
剛
山
・

0
戸
山
口
言
口

mで
も
言
・
同
・

ω片
山
岳

gmg
も
同
意
見
で
あ
る
。

E
H，F
山
田
口
口
伴

内
∞
吾
σ
5
0
印
持
率
2
3
2
8仏
℃
耳
目
ロ
富
山
〈
⑦
官
民
吋
む
な
ミ
。

同

AS一
洋
自
民
日
内
田
一
一
宮
⑦
の
ロ
ヨ
m
M
O
ご
zgQWWM凶
口
弘
山
件
。
田
宮
宮
山
田
宮
田

同月同⑦⑦閉山間似合口一口一戸内凶日ロロ昨日刊

C
］吋ツ向。門同合司ロ

σu内
の
⑦
出
由
。
田
山
口
円
。
ロ
ぬ
向
。
ロ

ωロ門凶ハU
噌

i

H
O
凶門口山口ぬ一

σ
C押
印
H

白門⑦円。門同己わゆ門凶件。

βσ
担ロ円内凶同品川可

ω
D
a
同国
ωapo田m・3

と
の

ω片
山
岳
ヨ
山
口
の
見
解
は
、
こ
の
章
の
性
格
を
端
的
に
物
語
っ
て

い
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
一
示
す
よ
う
に
、
こ
の
章
で
は
「
近
代
」
人
の

狂
気
が
分
析
さ
れ
る
。
狂
気
と
は
、
知
能
が
顛
倒
し
、
頭
脳
の
位
置
が

十
れ
て
い
る
状
態
を
一
再
い
、
新
国
家
の
建
設
や
哲
学
上
の
新
学
説
の
展

開
や
宗
教
上
の
新
宗
派
の
出
現
は
、
こ
の
狂
気
に
原
因
す
る
。
勿
論
、

ス
イ
ブ
ト
は
、
新
知
識
に
熱
狂
的
な
「
近
代
」
人
や
英
国
々
教
会
に
反

対
す
る
諸
教
徒
た
ち
の
態
度
を
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
が
、
ス
イ
フ
ト
の

根
本
的
態
度
を
か
友
り
明
確
に
示
し
て
い
る
伎
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て

引
け

L
よ
r

っ。
「
》
よ
そ
頭
脳
が
、
自
然
の
位
置
に
あ
り
、
静
か
友
状
態
に
あ
る
と

き
、
そ
の
頭
脳
の
持
主
は
正
常
友
生
活
を
送
h
y
、
自
分
の
権
力
や
理
窟

や
幻
想
に
大
衆
を
隷
属
さ
せ
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
筈
で
あ
る
。
ま

た
人
智
の
手
本
通
り
に
悟
性
（
d

H

H

ふ
耳
目
宮
口
弘
山
口
問
む
を
形
成
し
て
ゆ
け

ぽ
、
大
衆
の
徹
底
せ
る
無
知
や
r
自
分
自
身
の
弱
さ
を
悟
る
か
ら
、
自
分
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勝
手
な
考
え
に
従
っ
て
党
派
を
構
え
る
な
ど
と
一
式
う
こ
と
に
は
な
ら

ぬ
。
と
こ
ろ
が
空
想
〈
問
自
の
己
が
理
性
に
打
ち
か
ち
、
想
像

2
3
2

州
諸
問
ロ
耳
目
。
ろ
が
感
覚

asmg〉
と
相
争
い
、

E
し
い
慢
性
が
常
識

と
共
に
追
い
だ
さ
れ
る
と
き
、
第
一
に
生
れ
で
る
改
宗
者
は
、
そ
の
御

本
人
で
、
ひ
と
た
び
こ
れ
に
成
功
す
れ
ぽ
、
強
い
欺
繭
の
力
が
内
か

ら
ち
外
か
ら
も
有
力
に
働
い
て
い
る
か
ら
、
他
人
を
改
宗
さ
せ
る
の
は

容
易
な
こ
と
ぜ
あ
る
。
巧
言
と
幻
の
耳
と
限
に
沿
け
る
は
、
に
い
わ
ん
い
ト

の
触
覚
に
み
な
げ
る
に
等
し
い
。
人
生
に
な
い
で
高
く
評
価
さ
れ
る
喜
び

と
楽
し
み
は
感
覚
を
欺
き
遊
ぽ
し
め
る
如
き
も
の
で
あ
る
。
悟
性
と
感

覚
と
の
両
者
に
つ
い
て
の
八
幸
福

V
友
る
言
葉
の
普
通
の
意
味
を
調
ペ

て
み
る
と
、
そ
の
性
質
、
と
罵
性
と
は
次
の
短
い
定
義
の
中
に
完
全
に
要

約
さ
れ

rる
！
き
砂
九
｝
ゅ
よ
川
わ
に
い
叫
す
ぷ
一
に
か
め
掛
か
不
齢
か
一
小
和
市
山

－

τよ

あ
一
る
。
一

つ
い
で
ス
イ
フ
ト
は
理
性
の
働
ぎ
に
つ
い
て
の
ペ
る
。
事
物

の
表
面
に
終
始
す
る
賢
明
友
軽
信
さ
の
方
が
、
理
性
に
基
く
好
奇
心
に

よ
っ
て
事
物
の
深
み
へ
入
り
込
み
、
内
郊
の
扶
点
を
さ
ら
け
だ
す
こ
と

よ
り
も
、
平
和
友
精
神
状
態
で
あ
る
と
一
式
う
。
事
物
は
外
部
と
内
部
、
と

で
非
常
に
豆
、
る
が
、
理
性
は
表
面
を
切
開
し
て
内
部
に
入
り
こ
み
、
内

部
の
仕
組
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
「
私
の
知
り
得
た
限
り
で
は
有
形

物
は
ず
ぺ
て
外
部
の
方
が
内
部
よ
り
も
、
チ
っ
と
好
ま
し
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
最
近
い
〈
つ
か
の
実
験
を
や
っ
て
確
か
め
た
。
先
週
、
皮
を
剥
が

れ
た
身
を
点
た
が
、
そ
の
姿
が
如
何
に
醜
く
変
っ
て
い
た
か
は
想
像
以

1
4ゐ

上
で
あ
る
。
」
ず
友
あ
ち
、

ス
イ
フ
ト
は
、
情
熱
の
調
革
者
で
あ
る
理

性
の
任
務
を
み
と
め
る
が
、
理
性
が
狂
気
に
よ
っ
て
麻
揮
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
常
識
の
範
囲
を
超
え
て
事
物
の
内
部
に
メ
ス
を
入
れ
る
こ
と
に

左
る
科
学
的
立
場
に
反
対
す
る
。
こ
こ
に
反
合
理
主
義
者
と
し
て
の
ス

イ
フ
ト
の
態
度
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
支
を

改
め
て
論
じ
た
い
。

さ
で
、
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
サ
ク
ス
と
も
一
式
う
ペ
き
－
こ
の
章
の
あ

と
に
、
⑬
第
十
章
「
脱
繰
の
続
き
」
が
続
く
が
、
相
愛
ら
や
「
近
代
」

作
家
の
調
刺
で
、
と
く
に
取
り
た
て
て
論
十
ペ
ぎ
問
題
も
提
出
さ
れ
て

い
た
い
。
続
い
て
第
十
一
章
一
で
三
木
兄
弟
の
物
語
が
終
り
、
⑮
第
十
二

章
「
結
語
」
で
『
一
捕
物
語
』
は
終
る
の
で
あ
る
が
「
今
こ
う
し
て
筆
を
執

っ
て
い
る
の
は
、
近
代
作
家
の
十
八
番
、
ず
た
わ
ち
筆
か
か
い
ト
わ
わ
。

っd

書
く
こ
と
が
無
く
た
っ
た
後
も
、
筆
だ
け
は
動
か
し
て
い
る
次
第
一
す

と
、
号
室
開
l

一
に
お
い
て
「
近
代
i

一
作
家
の
結
論
に
な
け
る
態
度
を

皮
肉
っ
て
い
る
あ
た
り
、
ス
イ
フ
ト
の
徹
底
し
た
調
刺
の
態
度
が
う
か

が
わ
れ
る
。

以
上
『
桶
物
語
』
を
構
成
す
る
各
部
分
の
要
点
を
簡
単
に
眺
め
た
の

で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
こ
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
ス
イ
フ
ト
の
態
度
を
ま

と
め
て
考
え
て
み
た
い
。

制
ス
イ
ブ
ト
の
麓
度
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
桶
物
語
』
に

た
け
る
調
利
の
対
象
は
、
宗
教
界
に
お
け
る
静

p
f態
度
と
学
芸
の
分

野
に
沿
け
る
近
代
的
傾
向
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
ス
イ

フ
ト
は
近
代
性
（
冨
。
皆

B
2
1〉
へ
の
否
定
的
態
度
乞
表
明
し
た
わ
け

で
あ
る
。
三
の
近
代
性
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
論
の
第
一
、
二
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意
で
と
り
怠
け
た
が
、
要
す
る
に
近
代
性
の
一
核
心
と
は
、
中
世
的
権
威

か
ら
脱
却
し
、
近
代
科
学
の
勃
興
、
新
し
い
経
済
体
制
の
整
備
た
ど
に

条
件
づ
け
ら
れ
、
ベ
ー
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
よ
っ
て
理
論
的
に

基
礎
づ
け
ら
れ
た
合
理
主
義
で
る
り
、
科
学
が
生
む
新
し
い
知
識
や
技

術
に
幻
惑
さ
れ
て
人
類
の
「
進
歩
」
を
確
信
し
、
近
、
山
将
来
に
地
上
の

天
国
が
生
れ
る
と
考
え
る
楽
観
的
た
世
界
観
で
る
る
。
勿
論
、
ス
イ
フ

ト
の
背
景
を
た
ず
時
代
は
、
か
か
る
近
代
性
を
確
立
し
た
十
八
世
紅
す

な
わ
ち
啓
蒙
時
代
で
は
た
く
、
近
代
化
の
育
成
期
の
最
後
の
時
期
で
あ

る
十
七
世
紀
の
後
半
に
属
す
と
一
式
う
こ
と
は
、
す
で
に
の
ペ
た
通
り
で

あ
る
。
！
さ
て
、
か
か
る
近
代
性
へ
の
ス
イ
フ
ト
の
否
定
的
’
態
度
を
道

、ν
て
、
ス
イ
フ
ト
の
人
間
像
を
把
握
し
、
ス
イ
ブ
ト
的
世
界
の
基
調
を

考
え
て
み
よ
う
。

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ス
イ
フ
ト
は
調
刺
家
で
あ
る
。
そ

し
て
彼
の
世
界
は
調
剰
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
調
刺
家
で
る
る
と
一
式

う
こ
と
は
、
表
現
上
の
効
果
的
友
技
法
と
し
て
調
刺
を
用
い
た
と
一
式
う

こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ス
イ
フ
ト
は
作
家
と
し

て
調
別
家
以
外
の
立
場
を
と
り
得
た
か
っ
た
の
で
は
『
な
い
か
、
と
私
は

』
考
え
る
。
す
た
わ
ち
調
刺
家
と
た
ら
ね
ば
た
ち
な
か
っ
た
必
然
性
が
彼

の
人
間
像
及
び
絞
の
世
界
に
内
在
す
る
の
で
は
た
い
か
、
と
考
え
る
。

冨
一
’
阿
内
・
史
民
WHHgHM
は
ス
イ
フ
ト
の
態
度
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て

い
る
。

t
F
1月

4
3由
民
器
ロ
ユ
え
Z
O
H
H
M
M
S
F＠

4
3由
M
H
S
O
B
－山田町一

H
M
③

4
4
富
山

4
S
O
S
－山田仲

σ宮
山
口
明
。
げ
⑦
者
富
山
口
F
門
同
部
門
宮
口
一
自
己

言
。

μ
5
9
げ
ゆ
さ
富
田

c
g『
ロ
⑦
由
同
向
。

vユ日片山
ω
P
F⑦
4
3明
白
℃

gz

イ

古

今

寸
上

位

E
山田内・
3
1
端
、
的
で
あ
る
が
意
味
深
い
説
明
で
る
る
。
彼
が
調
軒
家
で
あ

る
の
は
、
彼
が
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
世
間
の
悪
を

改
ゐ
、
世
の
人
々
を
正
し
い
方
向
に
導
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
モ
ラ

リ
ス
ト
が
何
故
調
刺
家
に
な
ら
ね
ば
た
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
彼

が
、
伎
の
時
代
の
思
想
的
基
盤
で
る
る
合
理
主
義
と
は
本
質
的
に
相
容

れ
ぬ
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
立
つ
モ
ラ
リ
ス
ト
で
る
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
、
時
代
の
主
流
に
否
定
的
で
る
る
彼
は
、
結
局
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
し

て
の
態
度
を
と
ら
ね
ば
た
ら
た
く
た
る
。
！
こ
の
こ
と
を
、
も
っ
と
深

く
ほ
り
さ
け
て
考
え
て
み
よ
う
。

彼
は
テ
ン
プ
ル
家
を
去
っ
た
後
に
英
国
々
教
会
一
の
僧
職
に
つ
く
が
、

彼
が
真
撃
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
と
一
式
う
こ
と
は
、
彼
が
西
欧
文

化
の
最
も
古
い
伝
統
の
一
う
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
一
ボ
ナ
。
そ
し
て
、

ス
イ
フ
ト
的
世
界
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
と
合
理
主
義
的
世
界

と
の
相
魁
の
－
な
か
に
形
成
さ
れ
る
。
彼
は
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
か

ら
離
れ
て
孤
高
の
境
地
に
安
住
す
る
聖
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
も
ま
た

時
代
の
子
で
あ
る
。
近
代
的
友
思
想
的
環
境
の
な
か
に
育
っ
た
近
代
人

、
の
一
人
で
る
る
。
理
性
に
対
す
る
伎
の
態
度
が
そ
れ
を
物
語
る
。

素
朴
た
合
理
主
義
は
、
情
熱
の
抑
制
者
と
し
て
の
理
性
の
役
目
を
信

ビ
、
自
然
本
来
の
姿
に
し
た
が
っ
て
理
性
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

入
閣
は
す
べ
て

E
し
い
生
活
を
送
り
得
る
と
信
じ
た
。
ス
イ
フ
ト
は
、

こ
の
理
性
と
自
然
と
の
統
一
世
ハ
昨
日
百
ロ
ロ
は
号
宮
山
与
え
円

g由。
D
g
a

己

ω
Z
E〉
の
理
念
を
把
握
し
て
い
た
と
云
う
意
味
に
な
い
で
、
合
理
主

37 



義
者
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
神
に
よ
っ
て
授
吋
ら
れ
た
八
理
性

V
と
一
式
う
基
準
の
法
則
や
方
針
に
従
わ
ね
ば
た
ら
ぬ
一
ー
と
の
ス
イ
フ
ト
t

の
言
葉
が
一
示
す
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
、
理
性
は
神
に
よ
っ
て
人
間
に

与
え
ら
れ
た
も
の
で
る
り
、
そ
の
理
性
が
範
と
し
て
働
く
自
然
本
来
の

姿
は
、
神
が
啓
示
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
で
あ
っ
た
の
で
る
る
。
こ

の
よ
う
に
、
実
証
的
段
階
に
達
し
た
い
素
朴
た
合
理
主
義
は
、
キ
り
ス

ト
教
的
伝
統
に
立
つ
ス
イ
フ
ト
に
よ
っ
て
も
う
け
と
ら
れ
た
。

し
か
し
、
合
理
主
義
が
科
学
と
直
結
し
て
経
験
主
義
的
実
証
的
性
格

を
及
び
る
に
至
っ
て
、
ヌ
イ
フ
ト
は
合
理
主
義
に
つ
い
て
ゆ
け
品
な
く
な

る
。
す
な
わ
ち
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
働
く
筈
の
理
性
が
、
逆
に
自
然

の
組
織
に
メ
ス
を
入
れ
、
神
の
啓
一
不
に
変
っ
て
自
ら
自
然
及
び
人
間
を

支
毘
し
よ
う
と
す
る
近
代
的
合
理
精
神
は
理
性
の
誤
用
で
あ
り

J

、
そ
の

誤
用
左
導
い
た
も
の
は
、
佼
か
で
も
た
い
理
性
が
抑
制
ナ
ペ
ぎ
筈
の
窓

意
や
情
熱
た
の
で
る
る
。
こ
の
ス
イ
フ
ト
の
態
度
は
、
す
で
に
触
れ
た

『
桶
物
語
』
第
九
章
に
あ
げ
る
と
同
様
、
次
の
言
葉
に
も
明
ら
か
に
一
示

さ
れ
て
い
る
。

E
H件
当
O
E円山

σ巾
当
。
ロ

L
h｝

i
o
o
E
σ
4
4
c
c
E
ロ
♀

EM1

8
5
5
－
H

毛
色
∞
E
o
p
吾
喜
・
。
44口
問
2
5
P
E
Zえ
8
3
0問

問
。
－
広
吉

P
2
Z
F吉
村
ゆ
く
⑦
門
司
喜
吉
ぬ
山
E
D
G
富山

E
o
m凶
白
色
白
ぴ
田
口
三

者
誌
の

F
S⑦
凶
刊
の
凶
ロ
ロ
O円
台
。
D
B守
⑦
・
図
。
君
。
同
Z
D
a
O
4『⑦

g
D
E

片

2
2
2
5
9
ユ
ぬ
伊
丹
同
州
己

2
0片岡同
g由
。
ロ
山
口
己
局
者
F
C
H
o
n
cロ
門
誌

c
h
o日
巴
話
回
吋
河
町
む
さ
お
言
邑
片
山
邸
同

2
0
m
g仏
吉
田

σ
σ
E
5
0

均
町
む
き
お
え

04⑦門司
H

以内四円昨日

2
－m円
富
山
口
山
田

4
4
8
w
ω
口八一考

mZ10円山口ぬ－

U
⑦
召

2
5ロ可

2
5
3仏
山
口
弘

Esauu「
宮
由
阿
見

2
2
F
v
z

日山＼＼
l
j

p凶
由
白
山
。
ロ
田
山
口
ふ
げ
山
田

J
1
W
2・4

こ
こ
に
た
い
て
彼
は
反
合
理
主
義
者

官
三
ザ
司
注
目
。
ロ
包
山
部
門
）
に
友
る
。
す
た
わ
ち
理
性
を
百
六
え
た
が
ら
も
、

た
是
非
合
理
牲
に
満
ち
、
理
性
の
誤
用
に
よ
っ
て
神
を
見
失
う
現
実
の

品
川
口
九
気
を
見
出
す
彼
は
、
近
代
的
友
実
証
的
合
理
精
神

Z
し

一

1副
作
科
学
に
結
び
つ
く
か
か
る
実
証
的
合
理
主
義
が
「
進
歩
」
の
理

念
に
貫
か
れ
る
楽
観
的
世
界
観
を
生
む
こ
と
は
、
す
で
に
繰
返
し
て
述

べ
た
。
ス
イ
フ
ト
は
、
こ
の
世
界
観
に
反
対
す
る
。
伎
は
、
人
聞
の
本

性
の
友
か
に
完
全
世
を
見
出
さ
ι
な
か
っ
た
ぽ
か
り
か
、
悪
（
〈
向
。
立
を

見
出
し
、
塗
落
ハ
ロ

3
3
4
5ニ
を
見
出
し
た
。
か
か
る
堕
落
の
底
に

伎
は
入
閣
の
倣
慢
（
市
町
山
門
ぽ
一
〉
を
見
る
。
同
p
c
c吉
伸
州
宮
山
が
の
べ
て
い

ヴ
4

る
よ
う
に
、
1

人
間
の
醜
さ
の
本
源
を
、
こ
の
倣
慢
と
一
式
う
原
罪
に
沿
い

て
確
信
す
る
と
き
、
ス
イ
フ
ト
は
人
聞
に
嫌
悪
を
覚
え
る
人
間
嫌
い

（
吉
凶
器
耳
目
凶
円
。
℃
ろ
に
友
る
。
か
か
る
ス
イ
フ
ト
が
、
人
間
世
界
は
完

全
に
向
い
つ
つ
あ
る
と
確
信
す
る
世
界
観
、
ナ
友
わ
ち
「
進
歩
」
の
理

念

に

反

対

す

る

の

は

当

然

で

あ

る

。

一

5
1
I
J
J

～
 

こ
の
よ
う
に
近
代
の
子
で
あ
り
止
な
が
ら
近
代
的
に
た
り
得
4

広
か
っ
た

彼
は
、
非
近
代
的
近
代
人
で
あ
り
、
近
代
世
界
に
生
れ
な
が
ら
近
代
的

世
界
観
を
も
ち
得
た
か
っ
た
彼
の
世
界
は
、
非
近
代
的
近
代
世
界
で
あ

る。

38 

か
か
る
ス
イ
プ
ト
的
世
界
を
さ
ま
よ
う
非
近
代
的
近
代
人
ス
イ
フ
ト

は
、
何
処
に
解
決
を
求
め
た
の
か
。
彼
の
時
代
思
想
を
貫
く
価
値
基
準



に
否
定
的
で
る
る
彼
は
、
そ
れ
に
か
わ
る
価
値
体
系
を
何
処
に
み
つ
け

た
の
か
。
何
処
に
も
み
つ
け
る
こ
と
は
で
ま
占
広
か
っ
た
。
彼
は
近
代
性

を
攻
撃
す
る
。
殺
の
回
同
固
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る
近
代
人
の
狂
気
を
愚

弄
す
る
。
被
は
怒
り
、
責
め
＼
廟
る
。
し
か
し
、
安
心
感
は
友
い
の
で

あ
る
。
円
桶
物
語
』
は
、
そ
れ
が
攻
撃
す
る
近
代
性
に
か
わ
る
よ
り
ど

こ
ろ
を
提
示
し
友
い
。
そ
れ
が
攻
撃
す
る
時
代
の
価
値
基
準
に
か
わ
る

～
価
値
体
系
を
一
不
さ
な
い
。
勿
論
、
ス
イ
フ
ト
は
古
代
人
を
見
習
う
こ
と

を
説
音
、
神
の
摂
理
の
も
と
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
を
説
き
は
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
肯
定
的
友
面
は
、
彼
の
徹
底
的
友
否
定
的
態
度

の
も
と
に
、
殆
ど
な
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
。
近
代
人
の
倣
慢
さ

l
罪
ー

が
彼
を
圧
倒
す
る
。
伎
は
近
代
世
界
が
辿
り
つ
く
べ
き
危
機
を
感
ヒ

た
。
し
か
し
、
そ
の
危
機
を
打
開
す
べ
き
確
か
友
途
を
み
つ
け
る
こ
，

と
は
で
き
中
広
か
っ
た
。
こ
こ
に
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
限
界
が
あ

り
、
ペ
シ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
彼
の
運
命
が
よ
こ
た
わ
る
。

ス
イ
フ
ト
的
世
界
は
、
そ
の
た
か
で
近
代
的
怠
る
も
の
と
伝
統
的
な

る
も
の
と
が
相
争
う
煉
獄
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
苦
悩
す
る
非
近
代
的

近
代
歌
界
の
基
調
は
、
救
い
の
友
い
近
代
的
イ
ロ
一
一

i
玄
予
言
し
、
ィ

ロ
一
マ
ー
の
危
機
を
意
識
す
る
が
故
に
救
い
を
求
め
て
悶
え
る
現
代
的
不

協
音
を
前
奏
ず
る
。
余
り
に
酷
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
非
近
代
的
近
代
人
ス

イ
フ
ト
を
狂
人
と
し
て
殺
し
た
。
し
か
し
、
ス
イ
フ
ト
的
世
界
は
死
ん

で
い
友
い
。
近
代
的
イ
ロ
一
一

i
の
き
び
し
い
運
命
を
背
負
う
て
救
い
を

求
め
て
の
た
う
ち
、
ま
わ
る
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
友
か
に
、
ス
イ
フ
ト
的

世
界
の
う
め
き
が
聞
え
る
の
で
る
る
。
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ス
イ
プ
ト
は
、
鯨
に
た
と
え
ら
れ
る
現
代
才
人
2
音
色
叩
自
主
同
る

を
代
表
す
る
の
に
寸
H
M
O
B
盟
国
o
v
σ
g
d
h
S
E
H
h
a
a
〈

H
a
c

を
以
て
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
よ
ゆ
え
呉
げ
田
H

亡
、
の
語
義
が
「
海

獣
」
を
乞
ら
わ
す
と
共
に
、
こ
の
替
の
性
格
が
、
ス
イ
ブ
ト
の
攻

撃
の
的
と
な
る
近
代
的
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
怠
る
と
想
像

さ
れ
る
。
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N 

『
桶
物
語
』
の
意
味

i
結
論
比
一
か
え
て

i

『
桶
物
語
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
二
五

O
年
を
経
た
今
回
、

ブ
ト
の
時
代
化
は
友
か
っ
た
原
爆
や
水
爆
友
ど
の

E
O
E
σ
c
E
g
E守

守

上

、

．

5

0
音
え
在
日
】
山
口
ぬ

U
0
0
1
σ
3

を
は
ビ
め
多
く
の
文
明
の
利
器
が
わ

れ
わ
れ
ゐ
周
囲
に
氾
濫
し
て
い
る
。
偉
大
友
進
歩
で
あ
る
。
こ
の
進
歩
J

は
実
証
的
合
理
精
神
と
近
代
科
学
の
所
産
に
ほ
か
友
ら
な
い
。

ス
イ
フ
ト
が
攻
撃
し
た
「
進
歩
」
の
理
念
は

E
し
か
っ
た
の
か
。
か

か
る
近
代
的
産
物
の
な
か
け
で
人
類
は
よ
り
よ
く
怠
っ
た
か
。
こ
の
二

五
0
年
間
に
人
聞
は
よ
り
完
全
な
姿
に
近
づ
い
た
で
ふ
る
ろ
う
か
。
一
合
、

で
あ
る
と
私
は
信
ビ
る
。
む
し
ろ
、
か
か
る
科
学
の
技
術
に
支
え
ら
れ

る
近
代
文
明
の
重
圧
の
も
と
に
、
道
徳
的
基
準
を
失
い
、
魂
の
よ
り
ど

こ
ろ
を
見
失
っ
た
現
代
人
は
、
白
ら
の
う
ち
に
危
機
を
意
識
し
つ
つ
る

る
。
現
代
の
文
化
が
カ
ダ
ス
ト
ロ
フ
ィ
に
亘
面
し
て
な
り
、
そ
れ
雨
戸
克

服
さ
れ
ぬ
限
り
、
現
代
の
明
日
は
保
証
さ
れ
得
な
い
と
一
式
う
不
安
は
、

多
く
の
現
代
人
の
心
を
と
ら
え
つ
つ
あ
る
。
こ
の
現
代
の
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
ィ
ー
こ
と
に
ヨ

l
ロ
ザ
パ
世
界
を
中
心
と
す
る
！
の
濫
紺
慨
を
十
七
、

八
社
組
に
求
め
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

ス
イ

一i

西
欧
世
界
に
沿
け
る
わ
れ
わ
れ
は
、
な
た
啓
蒙
時
代
の
子
供
で
あ

りム
る
」
ム
一
一
∞
ユ

HHZロ
教
授
は
明
言
し
て
い
る
。
現
代
に
流
れ
込
む
近
代

思
想
の
主
流
は
民
主
主
義
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。

こ
の
両
者
は
何
れ
も
「
進
歩
」
の
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
近
代
的
合

理
精
神
の
所
産
、
い
い
か
え
れ
ば
近
代
科
学
の
副
産
物
で
あ
る
。
既
述

の
よ
う
に
、
実
証
的
合
理
精
神
に
基
い
て
自
仲
間
の
メ
カ
ユ
ズ
ム
左
追
究

し
、
そ
れ
乞
改
組
し
て
新
し
い
創
造
的
構
成
を
行
わ
ん
、

ι

と
す
る
近
代
科

学
の
基
礎
理
念
は
、
単
に
自
然
界
の
み
友
ら
や
人
間
や
人
間
社
会
、
世
界

観
の
・
な
か
に
も
く
い
込
み
、
近
代
世
界
の
形
成
者
と
友
っ
た
。
ず
友
わ

ち
人
類
の
一
進
歩
i

一
を
確
信
す
る
楽
観
的
世
界
観
の
も
と
に
近
代
の
デ

モ
ク
ラ
？
ト
や
マ
ル
キ
ス
ト
に
よ
る
革
命
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
下

村
寅
太
郎
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
ペ
て
い
る
。
「
近
代

の
革
命
は
十
七
・
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
り
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
再

に
今
世
紀
の
ロ
シ
ア
の
革
命
に
於
て
そ
の
代
表
的
事
例
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
。
自
然
科
学
の
場
合
と
同
様
に
こ
れ
も
当
時
は
末
、
だ
宗
教
的
性

格
を
帯
び
て
い
た
が
世
間
化
せ
ら
れ
て
、
十
八
世
記
末
の
フ
ラ
ン
ス
革

命
は
端
的
に
A

料
理
性

V
C
名
に
於
て
行
わ
れ
る
。
現
代
の
官
シ
ア
革
命

に
到
つ
て
は
純
然
た
る

A
科
学
理
論

V
の
下
に
指
導
さ
れ
る
。
近
代
の

社
会
科
学
は
こ
れ
ら
の
革
命
を
謂
わ
ぽ
そ
れ
の
実
験
と
し
て
、
そ
の
過

程
に
於
て
生
成
し
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
t

ふ
る
社
会
科
学
や
歴

史
理
論
は
啓
蒙
主
義
の
精
神
の
端
的
な
徹
底
と
い
う
外
た
い
」
再
に
「

啓
蒙
主
義
は
近
代
史
の
単
在
る
一
つ
の
段
階
と
し
て
、
同
四
ヤ
た
る
過
去
の

一
つ
の
傾
向
思
潮
で
は
な
い
。
啓
蒙
主
義
は
哲
学
史
に
於
て
は
克
服
さ

れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
現
実
の
世
界
史
に
於
て
は
決
し

て
克
眠
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
現
代
史
の
実
際
が
こ
れ
を
示
し
て
い

る
。
寧
ろ
逆
に
現
代
の
世
界
史
の
支
毘
的
勢
力
で
あ
る
ア
メ
り
カ
並
び
に

ソ
連
の
建
国
の
精
河
、
そ
れ
の
指
導
的
理
念
は

E
に
こ
の
所
謂
啓
蒙
主

義
の
精
神
に
外
友
ら
ぬ
。
の
み
な
ら
や
こ
の
精
神
が
単
純
に
消
誠
す
る
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よ
う
な
兆
候
は
ま
だ
認
め
ら
れ
友
い
の
で
あ
討
一
と
。
人
類
の
「
進
歩
」

を
信
と
る
楽
観
的
世
界
観
で
幕
を
あ
げ
た
近
代
の
舞
台
が
辿
り
つ
い
た

悲
劇
的
な
終
幕
、
し
か
も
そ
の
舞
台
で
不
穏
に
対
立
す
る
こ
大
陣
営
が

何
れ
も
啓
蒙
時
代
の
子
供
で
あ
る
と
一
一
A

う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
現
代
の
明

B
の
運
命
が
持
さ
れ
て
い
る
近
代
的
イ
ロ
一
一
！
で
る
り
、
近
代
的
合
理

4
 

Z
3
2
0口
白
H
m
Z刊
の
刊
号
3

の
皮
肉
友
達
命
で
あ

精
神
が
辿
h
y

つ
い
た

る。
十
九
世
紀
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ
の
近
代
の
皮
肉
友
達
命
を
感

知
し
、
近
代
性
に
対
し
て
安
定
的
態
度
を
と
る
哲
学
者
や
歴
史
家
が
、

現
代
の
生
き
得
る
途
乞
求
め
て
努
力
し
て
き
た
。
神
を
仲
一
へ
え
る
現
代
の

危
機
を
い
ち
は
や
く
予
言
し
た
品

i
チ
ヱ
の
流
れ
は
キ
ェ
ル
ク
ゴ
ー
ル

か
ら
ハ
イ
デ
γ

カ
i
、
ヤ
ス
パ

l
ス
を
経
て
今
日
の
実
存
主
義
者
た
ち

に
連
る
。
き
か
一
、
神
な
き
近
代
に
か
わ
る
新
し
い
中
世
を
予
言
し
た
一
一

コ
ラ
イ
・
ぺ
ル
ジ
ャ
ヱ
フ
、
塵
史
家
と
し
て
近
代
的
世
界
観
を
否
定
す

る
シ
ュ
ペ
ン
グ
一
フ
！
、
ク
り
ス
ト
フ
ァ

i
・
ド
ウ
ソ
ン
、
ァ

i
ノ
ル
ド

・
ト
イ
ン
ピ

i
友
ど
、
或
は
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
。
こ

i
パ
i
、
T
－

s
。

エ
り
オ
吋
ノ
ト
、
パ
ー
ト
一
ブ
シ
ド
・
ラ

γ

セ
ル
友
ど
、
彼
ら
が
追
求
し
提

起
す
る
新
し
い
文
化
の
価
値
体
系
は
そ
れ
ん
＼
様
相
を
異
に
す
る
が
、

何
れ
も
近
代
性
の
否
定
か
ら
出
発
し
、
現
代
の
カ
グ
ス
ト
ロ
ブ
ィ
芝
克

眠
せ
ん
と
す
る
き
び
し
い
試
み
で
あ
る
。
殊
に
第
一
次
、
第
二
次
一
同
大

戦
を
終
え
た
今
日
、
近
代
を
克
服
せ
ん
と
す
る
現
代
の
あ
が
さ
は
極
け
の

て
切
実
で
あ
る
。

十
七
世
’
紀
の
お
わ
り
、
近
代
化
の
基
調
が
整
備
さ
れ
つ
L

あ
っ
た
矢

先
に
、
そ
の
近
代
化
が
辿
り
つ
く
べ
き
運
命
の
狂
態
を
感
知
し
た
ス
イ

フ
ト
は
、
近
代
性
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
と
っ
た
。
『
橘
物
語
』
は
、

そ
の
よ
う
た
ス
イ
フ
ト
の
態
度
に
貫
か
れ
て
い
る
。
勿
論
、
可
橋
物

語
』
は
現
代
の
問
題
に
つ
い
て
の
打
開
の
策
を
教
え
て
は
く
れ
友
い
。

し
か
し
『
橘
物
語
』
は
現
代
の
危
機
の
核
心
を
衝
い
て
い
る
。
そ
れ

は
哲
学
の
書
で
も
、
神
学
の
警
で
も
、
歴
史
の
書
で
も
な
い
。
被
の
時

代
の
多
く
の
哲
学
者
、
神
学
者
、
歴
史
家
こ
そ
、
ス
イ
フ
ト
が
抗
議
し

た
近
代
性
の
形
戎
者
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
一
捕
物
語
』
の
た
か

に
聞
か
れ
る
の
は
望
者
の
声
で
も
、
予
言
者
の
芦
で
も
な
い
。
自
ら
の

時
代
に
、
自
ら
一
の
局
固
に
、
自
ら
の
生
活
の
う
ち
に
、
そ
し
て
自
ら
の

精
神
の
う
ち
に
、
合
理
主
義
的
理
念
と
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
と
狂
態
を

演
じ
る
現
実
と
の
き
び
し
い
相
砲
を
感
ビ
と
っ
た
人
間
の
声
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
た
ち
友
が
ら
、
反
キ
リ
ス
ト
教
的
た
時
代
の
子

と
し
て
、
近
代
人
の
運
命
の
き
び
し
さ
を
全
身
に
感
ヒ
と
っ
た
誠
実
友

人
間
の
抗
議
で
る
る
、
近
代
性
の
重
圧
に
へ
し
ま
け
ら
れ
た
人
間
の
苦

し
い
抗
議
で
あ
る
。
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
理
性
を
そ
友
え
る
入
閣
の

司
ユ
宕
と
人
間
の
獣
性

l
罪
ー
の
意
識
と
の
相
砲
で
あ
る
。
そ
ん
な
栢

起
の
友
か
に
生
き
友
が
ら
、
彼
は
自
分
自
身
を
ご
ま
か
さ
た
か
っ
た
。

そ
の
苦
し
さ
の
た
か
か
ら
文
学
作
品
や
官
民
氏
。
包
宮
ヨ

Huvzg
が童日

か
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
冷
い
誠
一
利
の
仮
面
を
つ
け
て
い
た
、
時
に
苦
し

き
の
余
り
そ
の
俣
百
は
痘
撃
し
て
い
る
け
れ
ど
も
。
こ
れ
が
、
近
代
性
の

形
成
者
で
あ
っ
た
被
の
時
代
人
の
間
に
見
当
は
や
れ
の
榛
悪
を
生
ん
究
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