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佐

藤

泰

正

 
〈
探
究
〉
と
は
い
さ
さ
か
大
時
代
な
言
い
方
だ
が
、
あ
え
て
こ
う
題
し
て

漱
石
世
界
の
中
に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。
恐
ら
く
漱
石
の
世
界
を
ひ
き
し
ぼ
っ

て
み
れ
ば
、
『
こ
＼
ろ
』
一
篇
に
行
き
つ
く
所
が
あ
る
。
作
家
以
前
の
エ
ッ

セ
イ
『
人
生
』
(
明
治
)
に
い
う
「
思
ひ
が
け
ざ
る
心
は
心
の
底
よ
り
出
で

来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
」
と
い
う
言
葉
を
作
品
に
具
現
化
す

れ
ば
『
こ
＼
ろ
』
一
篇
と
な
る
。
ま
た
続
く
自
伝
的
作
品
『
道
草
』
を
盾
の

表
と
す
れ
ば
『
こ
＼
ろ
』
は
裏
と
な
り
、
後
者
を
表
と
す
れ
ば
前
者
は
裏
と

な
る
。
ま
た
『
こ
＼
ろ
』
に
お
け
る
明
治
へ
の
訣
別
な
く
し
て
、
晩
期
最
後

の
『
明
暗
』
は
あ
り
え
ま
い
。

 
『
こ
＼
ろ
』
自
体
は
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
先
生
を
死
に
至
ら
し

め
た
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
ひ
と
つ
取
っ
て
も
、
そ
れ
は
K
へ
の
裏
切
り

か
、
先
生
に
す
べ
て
を
語
れ
と
迫
る
〈
私
〉
と
い
う
語
り
手
自
身
か
。
あ
る

い
は
〈
明
治
の
精
神
〉
へ
の
殉
死
と
い
う
こ
と
か
。
江
川
卓
な
ら
ぬ
く
謎

 
 
 
こ
し
ろ

解
き
『
心
 
 
先
生
の
遺
書
』
〉
と
い
う
課
題
に
じ
っ
く
り
と
迫
っ
て
み
た

い
。

 
以
上
は
こ
の
夏
の
大
学
院
公
開
講
座
で
語
る
た
め
の
要
旨
で
あ
っ
た
が
、

た
し
か
に
『
こ
＼
ろ
』
は
多
く
の
謎
に
み
た
さ
れ
て
い
る
。
何
処
か
ら
と
っ

て
も
よ
い
が
、
た
と
え
ば
K
と
は
誰
か
。
そ
の
内
的
、
ま
た
は
外
的
な
モ
デ

ル
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
の
か
。
K
へ
の
裏
切
り
と
は
何
を
指
す
の

か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
極
め
て
魅
力
的
な
発
言
に
、
高
橋
源
一
郎
『
日
本

文
学
盛
衰
史
』
の
「
≦
ず
讐
一
ω
国
ご
と
題
し
た
一
章
が
あ
る
。
高
橋
氏
は

端
的
に
K
の
モ
デ
ル
と
は
、
石
川
啄
木
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
。
周
知
の
通

り
啄
木
は
明
治
四
十
三
年
八
月
下
旬
、
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
と
題
し
た
評

論
一
篇
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
く
大
逆
事
件
〉
の
二
ヶ
月

後
の
こ
と
で
あ
り
、
幸
徳
秋
水
ら
二
十
四
名
に
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
る
五
ケ

月
前
の
こ
と
で
あ
る
。

 
「
強
権
、
純
粋
自
然
主
義
の
最
後
及
び
明
日
の
考
察
」
と
い
う
副
題
の
つ

い
た
こ
の
評
論
は
、
自
然
主
義
文
学
の
停
滞
と
矛
盾
を
強
く
搏
ち
つ
つ
、
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「
我
々
は
一
斉
に
起
っ
て
此
時
代
閉
塞
の
現
状
に
宣
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

自
然
主
義
を
捨
て
、
盲
目
的
反
抗
と
元
禄
の
回
顧
と
を
罷
め
て
全
精
神
を
明

日
の
考
察
-
我
々
自
身
の
時
代
に
対
す
る
組
織
的
考
察
に
傾
注
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
朝
日
新
聞
文
芸
欄
に
寄

稿
の
予
定
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
つ
い
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
啄
木
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
明
治
四
十
四
年
当
用
日
記
補
遺
」
と
し
て
、

「
前
年
(
四
十
三
年
)
中
重
要
記
事
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い

る
。 

「
思
想
上
に
於
て
は
重
大
な
る
年
な
り
き
。
予
は
こ
の
年
に
於
て
予
の
性

格
、
趣
味
、
傾
向
を
統
一
す
べ
き
一
鎖
鍮
を
発
見
し
た
り
。
社
会
主
義
問
題

こ
れ
な
り
。
予
は
特
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
思
考
し
、
読
書
し
、
談
話
す
る

こ
と
多
か
り
き
。
た
だ
為
政
者
の
抑
圧
非
理
を
極
め
、
予
の
保
護
者
、
つ
い

に
予
を
し
て
こ
れ
を
発
表
す
る
能
は
ざ
ら
し
め
た
り
」
と
い
う
。
こ
こ
に
い

う
「
予
の
保
護
者
」
と
は
誰
か
。
啄
木
は
明
治
四
十
二
年
三
月
か
ら
朝
日
新

聞
の
校
正
係
と
し
て
入
社
。
二
葉
亭
全
集
の
編
集
な
ど
に
も
か
か
わ
り
、
ま

た
漱
石
の
作
品
の
校
正
な
ど
も
手
が
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
文
学
上
の
先

輩
と
し
て
漱
石
を
「
保
護
者
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
。
ま

た
漱
石
が
長
与
病
院
に
入
院
中
に
は
見
舞
っ
て
も
い
る
(
四
十
三
年
七
月
五

日
)
。
東
京
毎
日
新
聞
に
啄
木
が
書
い
た
『
弓
町
よ
り
』
や
『
性
急
な
る
思

想
』
な
ど
に
注
目
し
て
い
た
漱
石
は
、
「
う
ち
で
書
く
気
は
な
い
か
ね
」
と

誘
い
を
か
け
る
。
や
が
て
啄
木
は
こ
れ
に
こ
た
え
「
心
を
こ
め
て
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
。

 
明
治
四
十
三
年
九
月
、
朝
日
新
聞
主
幹
の
池
部
三
山
が
、
転
地
療
養
中
の

漱
石
を
伊
豆
の
修
善
寺
の
菊
屋
旅
館
に
訪
ね
る
。
至
急
相
談
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

原
稿
が
あ
っ
て
君
を
呼
ん
だ
の
だ
と
漱
石
は
い
う
。
啄
木
の
例
の
原
稿
だ
が
、

一
読
し
て
三
山
は
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
と
興
奮
し
つ
つ
、
し
か
し
こ

れ
を
朝
日
に
載
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
、
漱
石
も
頷
く
。
や
が
て
翌

四
十
四
年
二
月
は
じ
め
、
退
院
を
前
に
し
た
漱
石
を
長
与
病
院
に
啄
木
が
訪

ね
、
入
口
の
近
く
で
二
人
は
会
う
。
今
日
、
病
院
で
検
査
を
受
け
た
が
慢
性

腹
膜
炎
だ
と
言
わ
れ
、
こ
れ
が
結
核
性
で
あ
れ
ば
長
く
は
な
い
。
そ
こ
で
先

生
に
も
う
一
度
ぜ
ひ
会
い
た
く
て
来
た
の
だ
が
、
あ
の
原
稿
は
つ
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
か
と
啄
木
は
暫
く
。
い
や
、
あ
れ
は
傑
作
だ
が
、
時
期
が
わ
る
い
。

「
き
み
の
原
稿
が
載
れ
ば
、
朝
日
は
大
き
な
痛
手
を
受
け
た
だ
ろ
う
」
と
漱
 
引

石
は
い
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
団

 
幸
徳
た
ち
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
一
週
間
前
。
あ
の
事
件
は
デ
ッ
チ
上
げ
で
、

幸
徳
は
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
。
な
の
に
、
新
聞
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。

「
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
先
生
は
こ
れ
か
ら
な
に
を
お
書
き
に
な
る
の
で
す
か
」

と
聞
け
ば
、
「
い
ま
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
書
く
さ
」
と
漱
石
は
答
え
る
。
私

に
は
で
き
な
い
。
幸
徳
は
た
だ
書
い
た
、
「
空
想
し
た
だ
け
で
す
」
。
幸
徳
は

書
い
た
が
故
に
処
刑
さ
れ
た
。
「
わ
た
し
は
も
う
、
先
生
に
お
渡
し
し
た
あ

の
論
文
の
こ
と
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
」
、
「
で
も
、
幸
徳
た
ち
の
処
刑
を
許

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
想
像
力
を
罰

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
生
は
そ
の
こ
と
を
書
け
る
場
所
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
。
な
の
に
、
先
生
は
な
に
も
書
か
ず
、
な
に
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
す



ね
」
「
そ
う
だ
」
「
わ
た
し
は
間
違
っ
て
い
ま
す
か
」
「
き
み
は
正
し
い
。
だ

が
、
大
切
な
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
」
。
こ
う
し
て
二
人
の
会
話
は

途
絶
え
、
別
れ
が
来
る
。

 
あ
え
て
高
橋
源
一
郎
の
描
い
た
小
説
的
場
面
を
ふ
ち
ど
っ
て
み
た
が
、
高

橋
氏
の
筆
は
漱
石
、
啄
木
両
者
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
切
迫
し
た
啄
木
の

心
情
と
共
に
、
散
文
家
と
し
て
の
漱
石
の
苦
渋
を
み
ご
と
に
つ
た
え
る
。

「
き
み
は
正
し
い
。
だ
が
、
大
切
な
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
」
と
い

う
。
ま
た
先
の
三
山
と
の
会
話
で
は
「
ぎ
ご
ち
な
い
の
だ
」
と
い
う
。
何
が

だ
と
問
え
ば
「
な
に
も
か
も
だ
。
そ
こ
に
、
輝
く
言
葉
が
あ
る
。
な
の
に
、

そ
れ
を
載
せ
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
に
は
で
き
な
い
。
」
「
そ
れ
が
ぎ
ご
ち
な

い
。
そ
れ
で
も
、
わ
た
し
は
ま
た
、
な
に
か
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

も
…
…
そ
れ
も
、
ぎ
ご
ち
な
い
」
と
咳
く
。
恐
ら
く
こ
こ
で
高
橋
氏
が
問
い

つ
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
近
代
に
お
け
る
散
文
の
問
題
で
あ
り
、
あ
り

う
べ
き
文
体
の
問
題
で
あ
る
。
高
橋
源
一
郎
は
こ
の
同
じ
著
作
の
な
か
で
、

漱
石
の
文
体
に
ふ
れ
て
次
の
ご
と
く
い
う
。

 
『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
ひ
と
息
に
書
か
れ
た
。
「
漱
石
の
頭
の
中
で
『
坊
つ

ち
や
ん
』
は
音
楽
の
よ
う
に
流
れ
て
い
た
。
漱
石
は
た
だ
そ
れ
を
写
し
取
る

だ
け
で
よ
か
っ
た
。
漱
石
は
そ
の
書
き
方
を
生
涯
に
一
度
し
か
し
な
か
っ
た
。
」

み
ず
か
ら
の
楽
し
み
と
共
に
、
「
失
わ
れ
た
時
を
見
つ
め
、
そ
の
時
と
共
に

去
っ
た
死
者
を
召
還
す
る
た
め
に
書
い
た
」
。
や
が
て
「
漱
石
の
中
か
ら
詩

は
失
わ
れ
た
。
正
確
に
い
う
な
ら
、
漱
石
は
自
分
の
中
の
詩
を
殺
し
た
」
。

漱
石
に
と
っ
て
小
説
は
「
日
々
、
日
課
の
よ
う
に
書
か
れ
、
読
ま
れ
る
も
の
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で
あ
っ
た
」
。
「
詩
は
死
の
領
域
の
住
人
」
だ
が
、
漱
石
に
と
っ
て
「
小
説
は

生
の
側
に
属
し
て
い
た
」
。
「
漱
石
が
選
ん
だ
の
は
明
澄
な
散
文
」
で
あ
り
、

「
そ
の
散
文
の
中
で
は
、
ど
ん
な
曖
昧
さ
も
生
き
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ

た
。
救
済
も
な
く
、
ま
た
希
望
も
な
か
っ
た
。
真
の
絶
望
も
な
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
ふ
つ
う
人
は
そ
の
よ
う
に
生
涯
を
送
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら

で
あ
っ
た
。
」

 
こ
こ
に
は
高
橋
氏
自
身
の
漱
石
と
い
う
存
在
、
そ
の
文
体
へ
の
熱
い
共
感

が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
漱
石
に
す
べ
て
が
「
ぎ
ご
ち
な
い
の
だ
」

と
語
ら
せ
る
。
「
戦
争
と
『
大
逆
』
の
間
」
と
い
う
副
題
を
持
っ
た
桂
秀
美

の
『
「
帝
国
」
の
文
学
』
の
書
評
で
も
、
高
橋
源
一
郎
は
や
は
り
こ
の
言
葉

を
使
う
。
「
漱
石
が
『
大
逆
』
事
件
に
つ
い
て
書
か
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の

こ
と
を
表
現
で
き
る
言
葉
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
」
で
あ
り
、
あ
え
て

書
け
ば
「
た
と
え
ば
『
破
戒
』
の
よ
う
に
ぎ
ご
ち
な
い
も
の
に
し
か
」
な
ら

ず
、
漱
石
は
「
そ
れ
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と

い
う
。
な
ら
ば
漱
石
は
つ
い
に
大
逆
事
件
に
つ
い
て
は
考
え
な
か
っ
た
か
。

い
や
書
き
え
な
か
っ
た
か
。
恐
ら
く
最
後
に
『
こ
＼
ろ
』
の
先
生
が
「
明
治

の
精
神
」
へ
の
殉
死
を
言
う
時
、
漱
石
は
何
事
を
か
語
っ
て
い
た
、
い
や
語

ろ
う
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
後

に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

二

そ
こ
で
K
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
啄
木
と
い
う
問
題
だ
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
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通
り
漱
石
は
あ
の
一
文
、
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
を
あ
ず
か
っ
て
い
な
が
ら
、

つ
い
に
朝
日
に
掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
啄
木
は
無
念

の
想
い
を
抱
い
た
ま
ま
、
明
治
末
年
に
死
を
迎
え
る
。
そ
の
漱
石
の
負
い
目

こ
そ
が
、
先
生
の
K
へ
の
裏
切
り
と
い
う
ド
ラ
マ
の
背
景
で
は
な
か
っ
た
か

と
高
橋
氏
は
問
う
。
し
か
も
何
故
K
か
と
い
え
ば
啄
木
出
生
時
の
名
は
工
藤

一
で
あ
り
、
後
入
籍
し
て
石
川
と
な
る
。
即
ち
そ
の
頭
文
字
は
K
で
あ
り
、

『
こ
＼
ろ
』
に
い
う
K
が
僧
侶
の
子
で
あ
り
、
の
ち
養
子
と
な
っ
て
、
「
K
の

姓
が
急
に
変
っ
て
み
た
の
で
驚
い
た
の
を
今
で
も
記
憶
」
し
て
い
る
と
い
う
、

中
学
時
代
を
ふ
り
返
っ
て
の
先
生
の
回
想
と
も
照
合
す
る
所
が
あ
る
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
た
し
か
に
興
味
深
い
解
釈
で
あ
り
、
K
を
幸
徳
秋
水
(
渡
部
直
己
『
不
敬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

文
学
序
説
』
)
や
夏
目
金
之
助
(
桂
秀
美
『
「
帝
国
」
の
文
学
 
 
戦
争
と

「
大
逆
」
の
間
』
)
に
な
ぞ
ら
え
る
論
に
較
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
芸
は
細
か
い

と
い
え
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
単
に
恣
意
な
る
推
測
と
み
る
ほ
か
は
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
い
。
ひ
と
り
の
人
間
の
遺
書
に
お
け
る
回
想
と
い
う
、
そ
こ
に
設
定
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

た
表
現
的
空
間
、
そ
の
ホ
リ
ゾ
ン
ト
の
深
さ
に
お
い
て
、
K
と
い
う
ひ
び
き

は
い
か
な
る
実
名
に
も
、
固
有
名
に
も
還
元
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

K
は
ま
さ
し
く
K
た
る
こ
と
に
お
い
て
生
き
る
。
カ
フ
カ
の
代
表
作
『
城
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

や
『
審
判
』
に
お
け
る
主
人
公
K
を
持
ち
出
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ

問
題
は
次
に
あ
る
。

 
先
に
引
い
た
啄
木
の
「
前
年
四
十
三
年
中
重
要
記
事
」
の
一
部
だ
が
、

「
た
だ
為
政
者
の
抑
圧
非
理
を
極
め
、
予
の
保
護
者
、
つ
い
に
予
を
し
て
こ

れ
を
発
表
す
る
能
は
ざ
ら
し
め
た
り
」
と
あ
っ
た
。
し
か
し
啄
木
の
日
記
中
、

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
「
予
の
保
護
者
」
の
一
句
は
な
い
。
高
橋
氏
が
ひ
そ
か
に
す
べ
り
込
ま

せ
た
部
分
で
あ
り
、
こ
の
一
句
が
あ
る
た
め
漱
石
、
啄
木
両
者
を
め
ぐ
る
葛

藤
は
あ
ざ
や
か
に
生
き
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
虚
構
で
あ
り
、
『
日
本
文

学
盛
衰
史
』
が
文
学
史
の
体
を
と
っ
た
小
説
で
あ
り
、
虚
実
と
り
ま
ぜ
た
記

述
と
み
れ
ば
こ
れ
を
非
難
す
る
理
由
は
な
い
が
、
や
は
り
問
題
は
残
る
。

 
そ
こ
で
K
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
啄
木
と
い
う
問
題
だ
が
、
啄
木
が
あ
の
一

文
(
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
)
を
漱
石
に
直
接
送
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

ま
し
て
漱
石
が
寄
稿
を
促
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
す
べ
て
は
虚
構
と
い

う
ほ
か
は
な
い
が
、
し
か
し
た
だ
ひ
と
つ
、
こ
の
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
が

四
十
三
年
八
月
下
旬
執
筆
と
い
う
年
譜
の
記
述
を
辿
れ
ば
、
そ
の
八
月
下
旬
、

漱
石
自
身
修
善
寺
に
あ
っ
て
、
あ
の
「
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
八
月
二
十
四
日
の

こ
と
」
と
い
う
「
三
十
分
の
死
」
を
迎
え
て
い
た
こ
と
こ
そ
、
微
妙
な
伝
記

的
照
応
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
漱
石
は
そ
の
日
金
盟
一
杯
血
を
吐
い
て

意
識
不
明
と
な
り
、
そ
の
三
十
分
の
死
か
ら
生
き
還
る
こ
と
が
出
来
た
。
啄

木
の
先
の
一
文
の
執
筆
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
と
、
後
に
知
っ
た
時
、
漱
石

の
胸
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
残
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
 
い
よ
く

 
「
愈
現
実
世
界
へ
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
。
汽
車
の
見
え
る
所
を
現
実
世

界
と
云
ふ
。
汽
車
程
二
十
世
紀
の
文
明
を
代
表
す
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
何

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
わ
う

百
と
云
ふ
人
間
を
同
じ
箱
へ
詰
め
て
轟
と
通
る
。
情
け
容
赦
は
な
い
。
」

「
人
は
汽
車
へ
乗
る
と
云
ふ
。
余
は
積
み
込
ま
れ
る
と
云
ふ
。
汽
車
程
個
性

を
軽
蔑
し
た
も
の
は
な
い
。
文
明
は
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
手
段
を
つ
く
し
て
、

個
性
を
発
達
せ
し
め
た
る
後
、
あ
ら
ゆ
る
限
り
の
方
法
に
よ
っ
て
此
個
性
を
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や
う

踏
み
付
け
様
と
す
る
」
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
草
枕
』
末
尾
に
近
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
り
ま
へ

画
工
の
語
る
所
だ
が
、
こ
の
痛
烈
な
文
明
批
判
は
さ
ら
に
続
く
。
「
一
人
前

何
坪
扇
合
か
の
地
面
を
与
へ
て
」
、
こ
の
中
で
は
勝
手
に
せ
よ
と
言
い
な
が

ら
そ
の
周
囲
に
は
鉄
柵
を
設
け
て
、
「
こ
れ
よ
り
先
へ
は
一
歩
も
出
て
は
な

 
 
 
 
お
 
ど

ら
ぬ
ぞ
と
威
嚇
か
す
の
が
現
今
の
文
明
で
あ
る
。
」
「
何
坪
謎
合
の
う
ち
で
自

 
 
ほ
し
い
ま
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
し
い
ま
ま

由
を
壇
に
し
た
も
の
が
、
此
鉄
柵
外
に
も
自
由
を
壇
に
し
た
く
な
る
の

は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
臨
む
べ
き
文
明
の
国
民
は
日
夜
に
此
鉄
柵
に
噛
み
付

い
て
炮
面
し
て
み
る
。
」
「
文
明
は
個
人
に
自
由
を
与
へ
て
虎
の
如
く
猛
か
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
せ
い

し
め
た
る
後
、
之
を
濫
穽
の
内
に
投
げ
込
ん
で
、
天
下
の
平
和
を
維
持
し
つ
＼

あ
る
。
此
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。
動
物
園
の
虎
が
見
物
人
を
睨
め
て
、

ね
 
こ
ろ

寝
転
ん
で
居
る
と
同
様
な
平
和
で
あ
る
。
濫
の
鉄
棒
が
一
本
で
も
抜
け
た
ら

 
 
 
 
め
ち
ゃ
 
く

 
 
世
は
滅
茶
〃
〃
に
な
る
。
第
二
の
仏
蘭
西
革
命
は
此
時
に
起
る
で
あ
ら

う
。
個
人
の
革
命
は
今
既
に
日
夜
に
起
り
つ
＼
あ
る
。
」
「
 
 
あ
ぶ
な
い
、

あ
ぶ
な
い
。
」
「
現
代
の
文
明
は
此
あ
ぶ
な
い
で
鼻
を
衝
か
れ
る
位
充
満
し
て

 
 
 
 
 
 
ま
っ
く
ら

み
る
。
お
さ
き
真
闇
に
盲
動
す
る
汽
車
は
あ
ぶ
な
い
標
本
の
一
つ
で
あ
る
」
。

 
い
さ
さ
か
長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
こ
の
画
工
の
口
を
突
い
て
出
る
文
明

批
判
は
い
か
に
も
苛
烈
で
あ
り
、
文
明
の
矛
盾
を
刺
し
て
仮
借
な
い
。
こ
れ

が
画
工
の
口
を
借
り
た
調
語
に
似
て
、
そ
の
背
後
に
息
づ
く
漱
石
の
痛
烈
な

文
明
批
判
の
眼
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
同
様
、
初
期
の
短
篇

『
趣
味
の
遺
伝
』
の
語
る
所
も
ま
た
こ
れ
に
つ
な
が
る
。
冒
頭
の
戦
争
を
狂

気
に
始
ま
る
惨
な
る
地
獄
図
絵
と
し
て
語
る
主
人
公
〈
余
〉
の
空
想
は
、
さ

ら
に
凱
旋
の
将
兵
を
迎
え
て
は
、
そ
の
背
後
に
「
満
州
の
大
野
を
蔽
ふ
大
戦

漱
石
探
究
1
『
こ
＼
ろ
』
か
ら
何
が
見
え
て
来
る
か

争
の
光
景
」
を
想
い
描
き
、
そ
こ
に
見
る
生
の
極
限
に
狩
り
立
た
さ
れ
、
追

い
つ
め
ら
れ
た
兵
士
た
ち
の
く
一
心
不
乱
〉
の
、
言
語
を
絶
し
た
〈
高
等
〉

と
も
い
う
べ
き
も
の
を
語
り
つ
く
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
評
家
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
「
敵
と
闘
っ
た
戦
士
と
し
て
で
は
な
く
、
死

と
闘
っ
た
戦
士
と
し
て
の
み
見
よ
う
と
す
る
眼
」
で
あ
り
、
「
戦
争
に
ま
き

込
む
側
で
な
く
、
ま
き
こ
ま
れ
る
側
」
か
ら
見
ん
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
言

え
ば
戦
争
を
国
家
権
力
の
戦
い
と
み
る
「
客
観
的
な
眼
」
と
、
ど
の
よ
う
に

く
だ
ら
な
い
戦
争
で
あ
っ
て
も
「
そ
れ
を
見
ぬ
く
こ
と
の
で
き
ぬ
兵
士
に
と
っ

て
は
、
天
命
の
如
き
も
の
と
し
て
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
事
を
、
兵
士
の
場

に
下
り
立
っ
て
い
る
眼
と
が
、
交
錯
し
て
い
る
」
(
駒
尺
喜
美
『
漱
石
に
お

け
る
厭
戦
文
学
 
 
「
趣
味
の
遺
伝
」
』
)
と
い
う
。
言
わ
ば
こ
の
重
層
的
な

作
家
の
眼
こ
そ
漱
石
作
品
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
で
あ
り
、
『
草
枕
』
と
言
い
、

『
趣
味
の
遺
伝
』
と
言
い
、
い
ず
れ
も
く
太
平
の
逸
民
〉
と
も
い
う
べ
き
主

人
公
の
仮
構
の
眼
を
借
り
つ
つ
、
文
明
の
あ
や
う
さ
、
あ
る
い
は
国
家
権
力

が
国
民
に
し
い
る
犠
牲
の
深
さ
が
描
き
出
さ
れ
る
。

 
し
か
も
後
者
(
『
趣
味
の
遺
伝
』
)
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
が
「
帝
国
文

学
」
に
発
表
さ
れ
た
の
は
明
治
三
十
九
年
一
月
。
書
か
れ
た
の
は
前
年
末
、

十
二
月
は
じ
め
の
こ
と
。
こ
の
時
日
露
戦
争
後
の
講
和
条
約
の
不
首
尾
を
め

ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
政
府
の
屈
辱
外
交
と
し
て
国
民
が
憤
激
し
、
講
和
反
対
の

国
民
大
会
、
日
比
谷
の
交
番
を
は
じ
め
と
し
て
あ
い
つ
ぐ
焼
打
事
件
が
起
こ

り
、
こ
れ
を
不
穏
な
事
態
と
し
て
三
十
八
年
九
月
目
政
府
は
東
京
府
下
に
戒

厳
令
を
敷
き
、
こ
れ
が
解
か
れ
た
の
は
十
一
月
三
十
日
。
『
趣
味
の
遺
伝
』
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が
書
か
れ
た
の
は
こ
の
直
後
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
も
漱
石
の
眼
は
単
に
国

家
権
力
に
対
す
る
批
判
の
み
で
は
な
く
、
屈
辱
外
交
を
み
て
憤
激
す
る
国
民

の
熱
狂
も
、
凱
旋
将
兵
を
迎
え
て
湧
き
立
つ
熱
狂
も
、
言
わ
ば
盾
の
表
裏
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
っ
て
、
二
な
る
も
の
で
は
な
い
と
見
る
。
こ
の
国
家
意
識
、
い
や
国
民
意

へ識
の
何
た
る
か
を
そ
の
作
家
と
し
て
の
冷
徹
な
眼
は
見
逃
し
て
は
い
な
い
。

 
漱
石
は
こ
れ
ら
初
期
の
実
験
的
作
品
に
あ
っ
て
、
言
わ
ば
〈
太
平
の
逸

民
〉
た
ち
の
調
語
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
、
作
中
し
ば
し
ば
激
越
な
言
葉
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

吐
露
す
る
。
彼
ら
主
人
公
の
妄
語
、
妄
想
と
い
う
体
を
か
く
れ
み
の
と
し
、

ア
リ
バ
イ
と
し
て
と
言
っ
て
も
よ
い
。
『
坊
つ
ち
や
ん
』
以
後
、
「
漱
石
は
自

分
の
中
の
詩
を
殺
し
た
」
と
は
高
橋
氏
の
言
う
所
だ
っ
た
が
、
実
は
『
趣
味

の
遺
伝
』
も
『
草
枕
』
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
初
期
作
品
は
言
わ
ば
同
様
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
漱
石
初
期
の
〈
う
た
〉
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

も
よ
い
。
「
『
御
前
が
馬
鹿
な
ら
、
わ
た
し
も
馬
鹿
だ
。
馬
鹿
と
馬
鹿
な
ら
喧

嘩
だ
よ
』
今
朝
か
う
云
ふ
う
た
」
を
作
っ
た
が
、
「
先
づ
当
分
は
此
う
た
丈

う
た
っ
て
ゐ
ま
す
」
(
明
治
4
1
・
8
・
1
1
、
高
濱
虚
子
宛
書
簡
)
と
は
、
『
草

枕
』
を
書
き
上
げ
た
(
8
・
9
)
直
後
の
言
葉
だ
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
『
草

枕
』
や
『
趣
味
の
遺
伝
』
に
み
る
颯
語
の
体
は
、
こ
こ
に
い
う
一
連
の
〈
う

た
〉
と
も
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
個
人
の
革
命
は
今
既
に
日
夜
に
起
こ

り
つ
＼
あ
る
」
と
い
う
、
先
の
画
工
に
み
る
激
越
な
文
明
批
判
の
言
う
所
も

ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
後
の
啄
木
の
一
文
の
先
取
り
と
も
言
え
な
く
は
あ
る

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
い
。
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
と
は
ま
さ
し
く
『
草
枕
』
の
作
者
が
逸
民
の

口
吻
に
託
し
て
言
う
所
で
も
あ
っ
た
。

三

 
す
で
に
啄
木
の
一
文
に
対
す
る
漱
石
の
共
感
の
あ
り
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
が
『
こ
＼
ろ
』
作
中
に
あ
っ
て
K
へ
の
負
い
目
へ
と
転
移

し
て
い
る
と
は
ま
た
、
む
や
み
に
言
い
難
い
所
で
あ
ろ
う
。
他
者
へ
の
裏
切

り
、
ま
た
そ
の
故
の
負
い
目
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
が
作
中
に
最
も
深
く
、

ま
た
微
妙
に
ひ
び
く
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身

を
、
い
ま
ひ
と
り
の
自
分
が
裏
切
る
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
内
部

に
深
く
沈
潜
し
て
容
易
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
恐
ら
く
こ
の
問
題
に
深
く

眼
を
向
け
た
も
の
と
し
て
、
桶
谷
秀
昭
の
『
淋
し
い
「
明
治
の
精
神
」

「
こ
＼
ろ
」
』
と
題
し
た
一
文
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
り
ぞ

 
「
…
…
私
は
未
来
の
侮
辱
を
受
け
な
い
た
め
に
、
今
の
尊
敬
を
斥
け
た

い
と
思
ふ
の
で
す
。
私
は
今
よ
り
一
層
淋
し
い
未
来
の
私
を
我
慢
す
る
代
り

に
、
淋
し
い
今
の
私
を
我
慢
し
た
い
の
で
す
。
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充

ち
た
現
代
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
此
淋
し
み
を
味
は

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う
」
(
上
 
十
四
)
。
桶
谷
氏
は
こ
の
一
節
を
引

い
て
次
の
如
く
い
う
。
「
こ
れ
は
よ
く
引
か
れ
る
有
名
な
言
葉
だ
が
、
『
自
由

と
独
立
と
己
れ
に
充
ち
た
現
代
』
が
、
先
生
が
殉
死
し
た
あ
の
『
明
治
の
精

神
』
の
総
体
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
明
治
の
精
神
』
の
一

面
で
あ
り
、
他
の
一
面
は
、
『
自
由
と
独
立
と
己
れ
』
の
、
い
わ
ば
『
自
己

本
位
』
の
精
神
の
犠
牲
と
な
り
、
寂
童
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
淋
し
い

『
明
治
の
精
神
』
で
あ
る
」
。
先
生
は
「
こ
の
二
つ
の
矛
盾
す
る
『
明
治
の
精
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神
』
を
抱
い
て
淋
し
く
生
き
、
時
代
の
終
焉
と
と
も
に
死
ぬ
」
。
こ
の
「
二

つ
の
『
明
治
の
精
神
』
の
演
ず
る
劇
」
と
は
何
か
と
問
え
ば
、
「
そ
れ
は
先

生
と
K
と
い
う
親
友
の
間
に
お
こ
っ
た
悲
劇
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
。
「
お
れ
は

策
略
で
勝
っ
て
も
人
間
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
」
と
い
う
。
こ
の
「
人
間
」

と
は
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
」
の
「
自
己
本
位
」
な
ら
ぬ
、
「
そ
れ
を
無
に

す
る
伝
統
的
な
倫
理
観
に
支
え
ら
れ
た
人
間
」
で
あ
る
。
こ
の
「
『
人
間
と

し
て
負
け
た
』
と
い
う
苦
痛
の
感
情
は
、
近
代
が
み
ず
か
ら
の
手
で
拒
殺
し

た
過
去
の
日
本
へ
の
う
し
ろ
め
た
い
負
目
を
象
徴
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

う
し
て
「
『
こ
＼
ろ
』
の
K
の
悲
劇
」
と
は
「
作
者
漱
石
に
即
せ
ば
、
ロ
ン

ド
ン
留
学
以
前
と
以
後
の
二
人
の
漱
石
の
間
の
劇
に
ほ
か
な
ら
」
ず
、
「
K

の
死
と
と
も
に
先
生
は
そ
の
前
半
生
を
み
ず
か
ら
の
手
で
埋
葬
し
た
か
に
み

え
」
る
が
、
し
か
し
時
と
と
も
に
こ
の
「
前
半
生
の
記
憶
は
、
現
在
の
先
生

の
生
に
侵
入
し
、
不
可
思
議
な
恐
ろ
し
い
力
で
お
び
や
か
し
つ
づ
け
る
」
も

の
と
な
る
と
い
う
。
見
事
な
解
釈
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
余
談
を
言
え
ば
、
こ
の
評
論
の
載
っ
た
雑
誌
(
『
文
芸
』
昭
和
4
5
・
1
0
)

が
届
け
ら
れ
た
時
、
一
読
し
て
う
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
半
年
前
、
桶

谷
氏
の
『
道
草
』
論
(
『
自
然
と
虚
構
 
 
 
「
道
草
」
』
昭
和
4
4
・
2
・
7

「
無
名
鬼
」
)
に
い
く
ば
く
か
の
意
見
を
呈
し
た
の
だ
が
、
今
度
は
い
さ
さ
か

の
想
い
の
こ
も
っ
た
も
の
で
す
と
い
う
言
葉
を
添
え
て
送
ら
れ
た
こ
の
一
文

は
、
私
の
日
頃
の
わ
だ
か
ま
り
を
一
群
す
る
あ
ざ
や
か
な
一
撃
と
も
い
う
べ

く
、
そ
の
読
後
の
感
銘
は
今
も
忘
れ
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
と
同
時
に
、
桶

谷
氏
の
い
う
ロ
ン
ド
ン
留
学
以
前
と
以
後
と
い
う
図
式
を
い
さ
さ
か
遡
れ
ば
、

漱
石
探
究
一
『
こ
＼
ろ
』
か
ら
何
が
見
え
て
来
る
か

漱
石
少
年
時
の
二
松
学
舎
入
学
前
後
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
漱
石
の
年

譜
を
辿
れ
ば
、
明
治
十
四
年
一
月
、
母
千
枝
の
死
と
共
に
彼
は
東
京
府
立
第

一
中
学
校
を
中
退
、
漢
学
塾
の
二
二
学
舎
に
入
る
。
「
元
来
僕
は
漢
学
が
好

で
」
「
英
語
と
来
た
ら
大
嫌
ひ
で
手
に
と
る
の
も
厭
」
(
『
落
第
』
)
だ
っ
た
と

い
う
彼
は
、
母
の
死
と
共
に
開
化
の
時
流
に
乗
る
栄
達
の
途
を
棄
て
、
自
己

本
来
の
世
界
へ
と
傾
斜
せ
ん
と
し
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
二
連
学
舎
も
翌

十
五
年
春
ま
た
は
夏
に
は
や
め
、
十
六
年
九
月
に
は
成
立
学
舎
に
入
り
、
英

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

語
の
学
習
に
専
念
、
翌
十
七
年
九
月
、
大
学
予
備
門
に
入
学
。
こ
の
間
の
漢

学
と
洋
学
の
間
を
揺
れ
動
く
青
春
幽
翠
の
時
期
は
そ
の
生
涯
を
決
す
る
一
時

期
で
あ
り
、
あ
え
て
漢
学
を
棄
て
た
こ
と
は
そ
の
生
涯
に
深
い
傷
痕
を
残
し
、

そ
の
文
明
批
判
の
文
脈
に
も
微
妙
な
影
を
落
と
す
こ
と
と
な
る
。

 
こ
の
よ
う
に
そ
の
時
期
を
留
学
以
前
、
以
後
と
み
る
か
、
二
叉
学
舎
入
学

前
後
と
み
る
か
、
若
干
の
差
違
は
あ
る
が
、
そ
の
自
己
本
来
の
世
界
を
切
り

捨
て
た
、
ひ
と
つ
の
裏
切
り
と
い
う
か
、
そ
の
傷
痕
の
残
る
所
は
深
い
。
た

だ
こ
こ
に
も
問
題
は
残
る
。

 
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
れ
ば
、
こ
と
は
明
白
に
片
付
く
か
に
み
え
る
が
、

な
お
問
い
は
残
る
。
K
と
い
う
人
物
造
型
の
多
義
性
と
も
い
う
べ
き
問
題
で

あ
る
。
先
生
は
K
を
追
い
つ
め
、
裏
切
っ
て
し
ま
う
己
れ
の
卑
劣
さ
を
言
い

つ
つ
、
ま
た
反
面
「
其
男
が
私
の
生
活
の
行
路
を
横
切
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
」

こ
の
よ
う
な
遺
書
を
残
す
必
要
は
な
か
っ
た
と
言
い
、
「
私
は
手
も
な
く
、

魔
の
通
る
前
に
立
っ
て
、
其
瞬
間
の
影
に
一
生
を
薄
暗
く
さ
れ
て
気
が
付
か

ず
に
み
た
」
の
だ
と
い
う
。
ま
た
「
世
間
は
遇
う
あ
ら
う
と
も
此
前
は
立
派

(61)



な
人
間
だ
と
い
ふ
信
念
」
も
、
「
K
の
た
め
に
美
事
に
破
壊
さ
れ
て
」
し
ま
っ

た
と
言
い
、
さ
ら
に
は
K
の
お
嬢
さ
ん
へ
の
恋
情
の
告
白
と
と
も
に
、
「
彼

が
解
し
が
た
い
男
」
「
一
種
の
魔
物
の
や
う
に
思
へ
も
し
た
」
と
も
い
う
。

 
こ
の
矛
盾
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
先
生
と
K
と
の
同
性
愛
云
々
と
い
う

解
釈
な
ど
と
は
明
ら
か
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
作
者
は
こ
こ
で

友
情
と
い
い
つ
つ
、
な
お
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
い
や
、

エ
。
コ
イ
ズ
ム
な
ど
と
言
っ
て
も
な
お
足
り
ぬ
〈
魔
の
影
〉
と
も
い
う
べ
き
も

の
。
そ
の
人
間
存
在
の
奥
に
ひ
そ
む
捉
え
が
た
い
ま
で
の
矛
盾
と
深
淵
を
問

い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
〈
魔
物
〉
と
は
他
者
な
ら
ぬ
、
自

己
自
身
の
深
淵
に
ひ
そ
む
不
可
思
議
な
影
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
か
つ

て
論
者
は
こ
の
〈
私
〉
と
い
う
若
者
の
手
記
は
、
友
人
を
K
な
ど
と
頭
文
字

で
呼
ぶ
よ
う
な
先
生
の
非
人
間
性
を
問
い
、
こ
れ
を
差
異
化
せ
ん
と
す
る
つ

よ
い
モ
チ
ー
フ
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

か
っ
て
の
論
で
も
述
べ
た
所
だ
が
、
差
異
化
し
て
い
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
先

生
自
身
で
あ
り
、
「
私
は
私
自
身
さ
へ
信
用
し
て
み
な
い
」
「
人
も
信
用
で
き

な
い
」
「
自
分
を
呪
ふ
よ
り
外
に
仕
方
の
な
い
」
、
疑
り
深
く
ま
た
執
念
深
い

人
間
だ
と
い
う
。
K
の
お
嬢
さ
ん
へ
の
想
い
を
諦
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
は

「
狼
が
隙
を
見
て
羊
の
咽
喉
笛
へ
食
ひ
付
く
や
う
に
」
「
残
酷
な
答
え
を
与
え

た
」
男
だ
と
い
う
。
し
か
も
「
正
直
な
路
を
歩
く
積
で
、
つ
い
足
を
滑
ら
し

た
馬
鹿
も
の
」
「
愚
書
な
男
」
だ
と
い
う
。
K
の
死
に
動
転
し
つ
つ
、
な
お

「
私
を
忘
れ
る
事
が
出
来
」
ず
、
K
の
非
難
の
言
葉
が
な
い
か
と
遺
書
に
眼

を
さ
ら
す
、
そ
れ
が
自
分
だ
と
い
う
。
自
己
批
判
も
、
差
異
化
も
極
ま
れ
り

と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

 
し
か
も
先
生
は
こ
の
よ
う
に
自
身
を
問
い
つ
め
つ
つ
、
「
私
は
た
ゴ
人
間

へ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

の
罪
と
い
ふ
も
の
を
深
く
感
じ
た
の
で
す
」
と
い
う
。
ま
た
妻
の
母
の
看
病

に
際
し
て
は
「
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
懇
切
に
看
護
」
し
た
の
も
、
妻
の
た
め
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

け
で
は
な
く
「
も
っ
と
大
き
い
意
味
か
ら
い
ふ
と
、
つ
い
に
人
間
の
為
で
し

へた
」
と
い
う
。
ま
た
妻
へ
の
愛
情
も
「
箇
人
を
離
れ
て
も
っ
と
広
い
背
景
が

あ
っ
た
や
う
」
だ
と
い
う
。
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
す
で
に
玉
井
敬
之
の

す
ぐ
れ
た
指
摘
(
『
「
こ
＼
ろ
」
か
ら
「
道
草
」
「
明
暗
」
へ
』
)
が
あ
る
が
、
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ヘ
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そ
れ
が
つ
い
に
「
人
間
の
罪
」
で
あ
り
、
「
箇
人
を
離
れ
て
も
っ
と
広
い
背

へ景
が
あ
っ
た
や
う
」
だ
と
い
う
時
、
先
生
の
筆
が
自
身
の
一
切
を
告
白
し
つ

つ
、
さ
ら
に
人
間
普
遍
の
問
題
に
ま
で
深
め
ん
と
す
る
意
図
が
み
ら
れ
よ
う
。
幻

こ
の
告
白
の
深
さ
を
論
者
の
ひ
と
り
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
い
う
「
『
告
解
』
の
 
田

論
理
」
で
は
な
い
か
と
い
う
(
西
成
彦
『
鴎
外
と
漱
石
 
 
乃
木
希
典
の

「
殉
死
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
文
学
1
』
)
。

四

 
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
作
家
古
井
由
吉
の
指
摘
で
あ
る
。
「
漱
石
と

い
う
人
が
も
し
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
生
ま
れ
て
い
た
ら
、
存
分
に
自
分
の
思
想

を
ほ
じ
く
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
」
「
唯
一
の
神
が
人
間
を
罰
し
も
し
救
い
も

す
る
と
い
う
、
一
神
教
と
い
う
存
在
の
中
に
あ
っ
た
ら
、
も
っ
と
あ
の
資
質

は
救
わ
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
」
「
漱
石
と
い
う
人
の
気
韻
、
あ
る
い
は
業
の

好
み
た
い
な
も
の
は
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
臭
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
感
じ
」



(
吉
本
隆
明
と
の
対
談
『
漱
石
的
時
間
の
生
命
力
』
)
だ
と
古
井
氏
は
い
う
。

す
ぐ
れ
た
指
摘
と
い
う
べ
き
だ
が
、
し
か
も
告
白
す
べ
き
神
な
き
風
土
に
あ
っ

て
、
な
お
真
の
〈
告
白
〉
と
は
何
か
。
西
氏
は
そ
の
故
に
こ
そ
こ
れ
が
人
生

の
何
た
る
か
を
知
ら
ぬ
未
熟
な
一
青
年
を
対
者
と
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
〈

告
解
〉
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
ひ
そ
む
も
の
は
パ
ロ
デ
ィ

の
一
語
で
は
片
付
か
ぬ
、
よ
り
真
率
な
る
モ
チ
ー
フ
の
所
在
で
あ
る
。
前
年

(
大
正
二
年
)
十
二
月
十
二
日
、
母
校
第
一
高
等
学
校
の
後
輩
た
ち
に
向
け

て
の
『
模
倣
と
独
立
』
と
題
し
た
講
演
は
、
す
で
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
何
た

る
か
を
語
っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

 
こ
こ
で
は
す
で
に
後
の
『
こ
＼
ろ
』
の
構
想
は
熟
し
つ
つ
あ
る
か
に
み
え

る
が
、
そ
の
第
一
は
「
私
は
斯
う
や
っ
て
人
間
全
体
の
代
表
者
と
し
て
立
っ

て
居
る
と
同
時
に
自
分
自
身
」
を
、
こ
の
コ
個
の
夏
目
漱
石
と
云
ふ
も
の

を
代
表
し
て
居
る
」
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
普
遍
的
人
間
と
、
一
個
固
有
の

人
間
と
、
こ
の
両
者
を
共
に
代
表
し
て
い
る
の
が
こ
の
自
分
自
身
と
い
う
も

の
だ
と
い
う
。
先
生
が
自
己
の
内
面
を
語
り
つ
つ
、
そ
こ
に
「
人
間
の
罪
と

云
ふ
も
の
を
深
く
感
じ
た
の
で
す
」
と
い
う
、
そ
の
発
想
の
根
は
す
で
に
こ

こ
に
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ま
た
ひ
と
が
罪
を
犯
せ
ば
処
刑
さ
れ
罰
さ
れ

る
の
は
当
然
だ
が
、
「
其
罪
を
犯
し
た
人
間
が
、
自
分
の
心
の
経
路
を
有
り

の
儘
に
現
は
す
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
さ
う
し
て
其
実
を
人
に
イ
ン
プ
レ

ツ
ス
す
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
総
て
の
罪
悪
と
云
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。

総
て
成
立
し
な
い
と
云
ふ
。
夫
を
し
か
思
は
せ
る
に
一
番
宜
い
も
の
は
、
有

り
の
儘
を
有
り
の
儘
に
書
い
た
小
説
、
良
く
出
来
た
小
説
」
で
あ
り
、
こ
の

漱
石
探
究
1
『
こ
＼
ろ
』
か
ら
何
が
見
え
て
来
る
か

よ
う
に
有
り
の
儘
を
隠
さ
ず
漏
ら
さ
ず
描
き
う
れ
ば
、
そ
の
人
は
そ
の
功
徳

に
よ
っ
て
成
仏
出
来
、
法
律
で
は
罰
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
罪
は
「
十
分
に

清
め
ら
れ
る
」
の
だ
と
い
う
。
こ
の
真
の
告
白
に
よ
っ
て
そ
の
罪
は
消
え
る

と
い
う
言
葉
は
再
三
繰
返
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
ひ
と
の
心
を
搏
つ
に
は

「
根
抵
」
と
「
深
い
背
景
」
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
で
乃
木
殉
死
こ

そ
は
そ
の
「
根
抵
」
と
「
深
い
背
景
」
の
故
に
、
即
ち
そ
の
「
イ
ン
デ
ペ
ン

デ
ン
ト
」
た
る
独
自
の
行
為
の
故
に
、
そ
の
「
行
為
の
至
誠
で
あ
る
」
こ
と

の
故
に
、
「
あ
な
た
方
を
感
動
せ
し
め
る
」
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

乃
木
殉
死
と
言
い
、
そ
の
「
深
い
背
景
」
へ
の
言
及
と
言
い
、
語
る
所
は
す

で
に
『
こ
＼
ろ
』
一
篇
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

 
す
で
に
先
生
と
K
に
ふ
れ
、
「
明
治
の
精
神
」
の
何
た
る
か
に
も
ふ
れ
た
。

あ
と
は
遺
書
の
告
白
に
向
か
っ
て
追
い
つ
め
ら
れ
て
ゆ
く
先
生
の
必
然
こ
そ

が
問
わ
れ
る
所
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え
ば
先
生
を
死
に
追
い
つ
め
た
も
の

は
K
へ
の
裏
切
り
で
も
、
明
治
の
終
焉
で
も
な
く
、
〈
私
〉
と
い
う
青
年
自

身
で
あ
っ
た
と
は
松
本
寛
『
漱
石
の
実
験
』
の
い
う
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
先

の
高
橋
源
一
郎
も
作
中
で
深
く
推
賞
す
る
所
だ
が
、
た
し
か
に
き
わ
め
て
説

得
性
の
高
い
論
孜
で
あ
る
。
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
時
も
、
自
身
K
を
裏
切
っ

た
時
も
、
先
生
は
自
分
に
閉
じ
込
も
る
こ
と
で
生
き
て
来
た
が
、
い
ま

〈
私
〉
と
い
う
青
年
が
執
拗
に
自
分
の
世
界
に
迫
っ
て
来
た
時
、
も
は
や
拒

む
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
た
。
〈
私
〉
こ
そ
は
「
無
意
識
の
う
ち
に
『
先
生
』

の
自
殺
を
促
し
た
重
要
な
作
用
者
で
あ
っ
た
」
。
言
わ
ば
『
こ
＼
ろ
』
は

「
『
先
生
』
の
前
身
で
あ
る
『
私
』
と
い
う
青
年
が
、
『
先
生
』
に
め
ぐ
り
合
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う
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
の
と
ば
口
ま
で
さ
し
か
か
る
物
語
と
、
『
先
生
』
と

い
う
『
私
』
の
後
身
が
そ
の
と
ば
口
か
ら
破
滅
へ
と
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
物
語
と
を
重
ね
あ
わ
す
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
」

と
い
う
。

 
い
か
に
も
明
晰
な
分
析
だ
が
、
し
か
し
先
生
が
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
殉

死
を
持
ち
出
し
た
の
は
「
『
私
』
の
接
近
が
『
先
生
』
の
自
殺
の
直
接
の
契

機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
匿
そ
う
と
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
K
が
そ

の
遺
書
に
「
『
先
生
』
を
責
め
る
言
葉
を
一
言
も
書
き
残
さ
な
か
っ
た
の
と

同
じ
」
で
は
な
い
か
と
い
う
時
、
「
明
治
の
精
神
」
へ
の
殉
死
と
い
う
、
こ

の
作
品
の
根
幹
を
な
す
モ
チ
ー
フ
は
明
ら
か
に
疎
外
さ
れ
る
。
数
年
前
『
こ
＼

ろ
』
の
研
究
史
を
辿
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
同
時
代
評
を
含
め
、
大
正

か
ら
昭
和
へ
と
、
こ
の
時
代
の
終
焉
の
意
義
に
つ
い
て
ふ
れ
た
論
の
殆
ど
み

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
不
思
議
で
あ
っ
た
。
い
ま
そ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
余
裕

は
な
い
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
「
明
治
天
皇
の
精
神
と
そ
の
生
の
出
発
を

同
じ
く
す
る
か
れ
に
と
っ
て
、
統
一
的
な
明
治
の
精
神
と
そ
の
肉
体
と
は
、

自
己
の
人
間
的
実
体
を
形
作
っ
て
き
た
、
か
け
が
い
の
な
い
要
因
で
あ
っ
た
」

(『

u
心
」
に
お
け
る
自
我
の
自
覚
と
崩
壊
』
)
と
い
う
猪
野
謙
二
の
指
摘
は
銘

記
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う
。

 
ま
た
『
こ
＼
ろ
』
に
お
け
る
先
生
の
「
瞭
罪
と
殉
死
は
全
く
性
質
を
異
に

し
た
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
関
係
の
な
い
行
為
を
強
い
て
関
係
づ
け
た
と

こ
ろ
」
に
、
「
『
こ
＼
ろ
』
の
分
け
難
い
部
分
、
不
透
明
な
箇
所
」
(
集
英
社

『
漱
石
文
学
全
集
』
6
解
説
)
が
あ
る
と
は
荒
正
人
の
い
う
所
だ
が
、
し
か

し
ま
た
「
小
説
家
の
発
想
と
技
術
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
『
先
生
』
の

死
を
乃
木
大
将
の
殉
死
と
ど
う
結
び
つ
け
る
か
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の

小
説
の
根
幹
で
あ
る
」
と
は
大
江
健
三
郎
(
「
記
憶
し
て
下
さ
い
。
私
は
こ

ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
」
)
の
い
う
所
で
あ
る
。
た
し
か
に
大

江
氏
の
い
う
ご
と
く
あ
い
反
す
る
両
者
を
ど
う
結
び
つ
け
る
か
に
、
作
者
の

苦
心
の
す
べ
て
は
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
作
品
は
「
悲
劇
の
道
筋
を

通
そ
う
と
す
れ
ば
、
隙
間
風
が
吹
く
」
。
し
か
も
こ
の
感
動
と
は
何
か
。
た

だ
ひ
と
つ
「
作
品
の
声
に
聞
く
べ
き
で
は
な
い
か
」
。
こ
れ
は
「
声
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
た
、
悲
劇
と
し
て
の
近
代
小
説
の
、
お
そ
ら
く
最
後
の
ひ
と
つ

で
は
な
い
か
」
と
は
、
同
じ
く
作
家
と
し
て
の
古
井
由
吉
(
『
漱
石
随
想
』
)

の
い
う
所
で
あ
る
。

 
そ
の
聞
く
べ
き
〈
声
〉
と
は
何
か
と
問
え
ば
、
作
品
の
、
テ
ク
ス
ト
の
背

後
に
こ
も
る
作
家
の
肉
声
そ
の
も
の
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
「
自
由
と

独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
現
代
」
と
そ
こ
に
生
き
る
淋
し
さ
と
は
、
た
だ
に

明
治
の
ひ
と
と
し
て
の
先
生
の
声
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は

大
正
と
い
う
新
た
な
時
代
に
ひ
と
り
生
き
残
っ
た
作
者
漱
石
自
身
の
孤
独
な

肉
声
が
ひ
び
く
。
ま
た
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
と
は
「
自
身
を
か
く
在
ら

し
め
た
時
代
と
刺
し
違
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
そ
う
し
た
自
己
否
定
に
よ
っ
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

て
の
み
、
時
代
は
そ
の
特
殊
性
を
捨
て
て
、
精
神
と
し
て
の
普
遍
性
を
も
っ

て
先
生
の
前
に
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
」
(
越
智
治
雄
「
こ
＼
ろ
」
『
漱

石
私
論
』
)
と
は
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
評
者
の
ひ
と
り
の
い
う
所
で
あ
る
。
恐

ら
く
こ
の
〈
普
遍
性
〉
と
は
、
『
こ
＼
ろ
』
と
い
う
作
品
を
、
ま
た
「
贈
罪
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と
殉
死
」
と
い
う
あ
い
反
す
る
局
面
を
い
か
に
統
合
す
る
か
と
い
う
難
題
を

解
く
ひ
と
つ
の
鍵
で
も
あ
ろ
う
。

 
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
、
先
生
の
遺
書
は
己
れ
の
罪
を
語
っ
て
「
人
間
の
罪
」

と
い
う
普
遍
に
迫
る
。
同
時
に
語
り
手
の
筆
は
明
治
と
い
う
固
有
の
時
代
の

エ
ト
ス
を
め
ぐ
っ
て
普
遍
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
先
生
、
私
、
K
、
私

の
父
と
い
う
ご
と
く
、
主
要
な
人
物
の
一
切
は
固
有
名
を
消
し
と
ら
れ
、
語

り
手
は
明
治
と
い
う
時
代
の
内
面
を
照
射
せ
ん
と
す
る
。
「
天
子
様
も
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
れ

う
一
御
か
く
れ
に
な
る
。
己
も
…
…
」
と
言
い
、
乃
木
殉
死
に
際
し
て
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
あ
と

「
乃
木
大
将
に
済
ま
な
い
。
実
に
面
目
次
第
が
な
い
。
い
へ
私
も
す
ぐ
御
記

か
ら
」
と
い
う
く
私
〉
の
父
の
声
は
同
時
に
庶
民
の
声
を
語
り
、
こ
れ
も
ま

た
ひ
と
つ
の
殉
死
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
先
生
と
K
の
葛
藤
が
古
き
明
治

と
新
し
き
明
治
の
相
剋
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
ふ
れ
た
。
こ
れ
が
『
模
倣
と

独
立
』
(
大
2
・
1
2
・
1
2
)
と
『
私
の
個
人
主
義
』
(
大
3
・
1
1
・
2
5
)
と
い

う
二
つ
の
若
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
語
ら
れ
た
講
演
の
は
ざ
ま
に
あ
る

こ
と
も
ま
た
意
味
深
い
。
遡
れ
ば
熊
本
時
代
の
『
人
生
』
に
語
る
「
思
ひ
が

け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
。
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
」
「
剣

呑
な
る
哉
」
と
い
う
作
家
以
前
の
一
文
に
こ
も
る
若
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

具
現
化
す
れ
ば
、
そ
れ
が
『
こ
＼
ろ
』
一
篇
と
な
る
。
〈
私
〉
も
ま
た
新
た

な
世
代
を
あ
ら
わ
す
普
遍
の
象
徴
者
と
し
て
、
先
生
の
遺
書
の
封
印
者
と
な

り
、
ま
た
そ
の
故
に
真
の
受
諾
者
と
も
な
る
。

 
す
で
に
見
る
ご
と
く
『
こ
＼
ろ
』
が
他
者
の
不
可
解
性
を
問
い
、
人
間
の

罪
の
深
さ
を
問
い
、
さ
ら
に
は
時
代
と
の
訣
別
と
は
何
か
を
問
う
、
よ
り
演

漱
石
探
究
 
一
『
こ
＼
ろ
』
か
ら
何
が
見
え
て
来
る
か

繹
的
発
想
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
続
く
『
道
草
』
は
反
転
し
て
、
よ
り
帰
納
的

発
想
を
と
る
。
自
伝
性
と
い
う
必
然
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。
ま
た
『
こ
＼
ろ
』

に
お
い
て
明
治
へ
の
訣
別
を
語
る
こ
と
に
お
い
て
、
作
者
は
は
じ
め
て
『
明

暗
』
と
い
う
大
正
の
時
代
を
描
き
と
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
言

葉
の
由
来
す
る
〈
明
暗
隻
隻
〉
と
い
う
拝
辞
が
人
間
内
面
の
相
対
性
を
あ
ら

わ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
一
切
を
相
対
化
し
て
や
ま
ぬ
大
正
と
い
う

新
た
な
時
代
の
価
値
観
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
意
味
深
い
所
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
明
治
の
精
神
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
く
乃
木
殉
死
〉
と
同
時
に
、
そ

の
対
極
と
も
い
う
べ
き
〈
大
逆
事
件
〉
を
も
含
む
。
天
皇
へ
の
殉
死
な
ら
ぬ

「
明
治
の
精
神
」
へ
の
殉
死
と
い
う
時
、
漱
石
が
何
を
語
ろ
う
と
し
た
か
、

な
お
問
い
は
残
る
。
作
品
を
読
む
こ
と
が
同
時
に
、
作
品
に
読
ま
れ
る
こ
と

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
〈
読
む
と
い
う
こ
と
の
倫
理
〉
の
前
に
停

ち
っ
く
す
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
漱
石
晩
期
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
こ
ろ
柿
が

甘
い
粉
を
吹
き
出
す
」
ま
で
、
待
ち
つ
く
す
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
『
こ
＼
ろ
』

一
篇
は
な
お
そ
の
謎
に
値
す
る
一
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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