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﹁
僕
に
は
昔
か
ら
何
だ
か
中
心
點
が
二
つ
あ
つ
て
︑
始
終
其

二
点
の
間
を
彷
徨
し
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
し
た
で
す
︒
だ
か

ら
事
に
当
つ
て
何
時
も
狐
疑
逡
巡
す
る
︑
決
着
し
た
所
が
な

い
︒﹂

支
那
に
渡
っ
て
零
落
し
た
﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
は
︑
天
津
の

宿
で
旧
友
葉
村
か
ら
﹁
そ
の
意
久
地
な
さ
﹂
を
責
め
ら
れ
た
時
︑

こ
う
云
っ
て
そ
れ
を
弁
解
し
て
い
る
︒
彼
が
始
絡
其
間
を
彷
徨
し

て
い
た
﹁
二
点
﹂
と
い
う
の
は
︑
抑
︑
何
う
い
う
﹁
点
﹂
な
の
で
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あ
ろ
う
か
︒

﹁
其
面
影
﹂
に
於
て
︑
彼
が
最
初
に
そ
の
意
久
地
な
い
狐
疑
逡
巡

を
示
し
た
の
は
︑
小
夜
子
を
渋
谷
家
に
や
る
か
や
ら
ぬ
か
︑
容
易

に
決
定
し
か
ね
た
際
で
あ
っ
た
︒
や
り
た
く
な
い
気
持
と
や
っ
て

は
な
ら
ぬ
理
由
と
を
は
っ
き
り
持
っ
て
い
な
が
ら
︑
彼
は
葉
村
に

対
し
て
き
っ
ぱ
り
断
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒
理
由
は
そ
の
断

っ
た
こ
と
を
義
母
や
細
君
に
知
ら
れ
る
と
︑
養
子
と
し
て
の
彼
の

立
場
上
甚
だ
面
倒
だ
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
然
も
彼
は
そ

の
話
を
養
母
や
細
君
に
は
き
か
せ
も
せ
ず
︑
話
さ
な
く
て
も
い
い

当
の
小
夜
子
に
き
か
せ
て
い
る
︒恋
す
る
気
持
の
さ
せ
る
業
以
外
︑
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其
処
に
は
恐
ら
く
小
夜
子
の
拒
絶
を
得
て
︑
や
り
た
く
な
い
彼
の

気
持
へ
の
支
柱
を
求
め
よ
う
と
す
る
︑
そ
ん
な
気
持
が
働
い
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
か
ら
彼
は
︑
彼
の
知
ら
ぬ
間
に
小
夜
子
が
承

諾
し
た
と
き
か
さ
れ
て
は
︑﹁
最
う
我
力
に
及
ば
ぬ
﹂
と
﹁
観
念

も

の
眼
は
閉
ぢ
て
も
︑
無
念
さ
に
腸
の
煮
ゆ
る
想
ひ
﹂
を
す
る
の
で

あ
る
︒

そ
う
い
う
形
の
狐
疑
逡
巡
は
無
論
﹁
其
面
影
﹂
の
到
る
処
に
繰

返
し
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
最
も
著
し
い

現
れ
は
︑
彼
が
愈
︑
離
縁
と
覚
悟
し
て
小
夜
子
と
小
さ
な
世
帯
を

持
ち
な
が
ら
︑
矢
張
り
細
君
と
の
間
を
き
っ
ぱ
り
済
算
し
き
る
こ
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と
は
出
来
ず
︑
結
局
小
夜
子
に
も
そ
の
友
達
に
も
﹁
未
練
﹂
を
疑

わ
れ
て
︑
揚
句
の
果
に
﹁
御
志
の
少
し
浅
々
し
う
仇
め
い
た
る
が

お
怨
み
に
て
﹂
な
ど
︑
書
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
条
で
あ
ろ
う
︒

﹁
二
点
﹂
の
間
に
彷
徨
し
て
徹
底
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
態
度
は
︑

葉
村
か
ら
﹁
意
久
地
が
な
い
﹂
と
き
め
つ
け
ら
れ
る
以
前
に
︑
夙

く
既
に
恋
人
の
小
夜
子
か
ら
︑﹁
浅
々
し
う
仇
め
い
た
﹂
な
ど
と
︑

愛
想
づ
か
し
め
い
た
裁
断
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
︑
此
の
二
つ
の
場
合
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
二
つ
の

中
心
点
と
は
︑
果
し
て
何
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
一
つ
は
︑
云
う
迄
も
な
く
彼
が
︑
彼
自
身
の
気
持
に
対
し
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て
︑
相
当
粘
り
強
い
忠
実
さ
を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
︒
小
夜

子
を
渋
谷
家
に
や
り
た
く
な
い
と
思
え
ば
︑
事
情
や
義
理
が
そ
れ

を
話
さ
ね
ば
な
ら
な
く
し
て
い
る
義
母
や
妻
に
も
︑
そ
れ
ら
の
こ

と
を
承
知
し
な
が
ら
︑
終
に
話
そ
う
と
は
し
な
い
︒
知
ら
ぬ
間
に

事
が
運
べ
ば
︑﹁
腸
の
煮
ゆ
る
﹂
程
口
惜
し
が
り
も
す
る
︒
第
一

義
理
あ
る
細
君
母
子
を
拾
て
て
愛
す
る
小
夜
子
と
の
同
棲
に
ま
で

も
突
進
ん
で
行
く
︒
そ
れ
は
何
と
云
っ
て
も
自
己
の
真
実
に
忠
実

で
あ
ろ
う
と
す
る
︑
近
代
人
の
面
影
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
自

己
の
本
然
と
真
実
と
に
随
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
近
代
人
的
立
場

を
︑
彼
は
こ
う
し
て
相
当
は
っ
き
り
と
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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そ
う
し
て
︑
そ
う
思
っ
て
観
れ
ば
︑
彼
は
決
し
て
気
の
弱
い
︑
自

我
の
乏
し
い
だ
け
の
人
間
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
第
一
︑
細

君
や
義
母
が
白
い
眼
を
し
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
︑
彼
自
身
の
好

む
職
業
以
外
の
︑
何
事
に
も
手
を
染
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
︒

そ
の
職
業
内
で
の
収
入
増
加
を
細
君
が
希
望
し
て
も
︑
そ
の
不
必

要
を
固
く
執
っ
て
動
か
な
い
︒
宇
野
浩
二
描
く
と
こ
ろ
の
﹁
枯
木

の
あ
る
風
景
﹂
の
主
人
公
が
︑
細
君
の
操
る
ま
ま
に
過
重
な
負
担

に
ひ
し
ゃ
げ
ら
れ
て
行
っ
た
︑
あ
の
自
主
性
の
無
さ
な
ど
と
は
︑

そ
れ
は
格
段
の
相
違
で
あ
ろ
う
︒そ
う
い
う
彼
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑

千
葉
に
発
と
う
と
す
る
小
夜
子
を
引
止
め
る
辺
り
で
は
︑
相
当
強
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く
の
し
か
か
る
よ
う
な
態
度
に
も
︑
容
易
に
な
り
得
て
い
る
の
で

あ
る
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
云
え
ば
︑
彼
は
何
う
し
て
我
の
弱
い
︑

気
の
弱
い
ど
こ
ろ
の
男
で
は
な
い
︒彼
が
始
終
彷
徨
し
て
い
た﹁
二

点
﹂
の
一
つ
は
︑
無
論
此
の
相
当
程
度
に
強
か
っ
た
自
我
へ
の
執

着
で
あ
り
︑
そ
の
尊
重
と
そ
れ
へ
の
誠
実
さ
と
で
あ
っ
た
︒

が
︑
そ
う
い
う
彼
で
あ
る
に
拘
ら
ず
︑
彼
は
結
局
そ
の
自
我
を

も
自
我
に
対
す
る
誠
実
を
も
強
く
生
き
通
し
て
は
い
な
か
っ
た
︒

そ
の
理
由
は
︑
上
記
二
例
の
場
合
で
は
︑
詮
ず
る
と
こ
ろ
義
理
あ

る
養
子
と
し
て
の
立
場
へ
の
顧
慮
で
あ
り
︑
既
存
の
結
婚
生
活
と

家
庭
関
係
と
を
破
壊
し
き
れ
な
い
拘
泥
で
あ
っ
た
︒
其
処
に
無
論
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彷
徨
す
る
第
二
の
﹁
点
﹂
が
見
出
さ
れ
る
訳
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
は

無
論
単
純
に
む
き
出
し
の
形
に
於
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か

っ
た
︒
前
者
に
は
嫉
妬
を
煩
さ
が
る
主
我
的
な
感
情
が
絡
み
つ
い

て
居
り
︑
後
者
に
は
自
分
が
見
棄
て
た
後
の
細
君
母
子
の
生
活
に

対
す
る
惻
隠
の
情
が
柔
い
翳
り
を
与
え
て
い
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑

そ
れ
ら
は
屢
々
第
一
の
立
場
と
絡
み
合
っ
て
︑
容
易
に
は
割
切
れ

ぬ
複
稚
な
外
貌
を
さ
え
呈
し
て
い
る
︒

﹁
哲
也
に
す
れ
ば
︑
公
債
代
り
に
貰
は
れ
た
身
と
思
へ
ば
︑

左
程
大
恩
を
受
け
た
と
も
思
へ
ぬ
け
れ
ど
︑
隱
居
の
言
ふ
通

り
︑
今
棄
て
た
ら
母
子
は
路
頭
に
迷
ふ
︑
厄
介
な
人
達
で
は



13

あ
る
け
れ
ど
︑
正
可
其
様
な
目
に
も
合
は
せ
た
く
な
い
︒
と

そ

ん

い
ふ
と
︑
何
と
や
ら
慈
悲
ら
し
く
聞
え
や
う
が
︑
慈
悲
で
も

な
さ
け

何
で
も
な
く
︑
只
氣
が
弱
く
て
其
樣
な
酷
た
ら
し
い
事
は
出

來
ぬ
と
い
ふ
點
が
有
る
︒﹂

思
に
拘
泥
る
義
理
の
情
と
︑
細
君
母
子
へ
の
惻
隠
の
情
と
︑
何
事

も
自
己
か
ら
割
出
し
て
行
こ
う
と
す
る
主
我
的
な
情
と
が
︑
濃
淡

の
差
こ
そ
あ
れ
︑
兎
に
角
複
雑
に
混
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ

と
が
︑
容
易
に
承
認
出
来
る
だ
ろ
う
︒﹁
酷
た
ら
し
い
事
は
出
来

ぬ
と
い
ふ
點
が
あ
る
﹂
の
だ
か
ら
︑
他
の
理
由
も
多
少
ず
つ
は
肯

、
、
、
、

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
に
な
る
筈
だ
し
︑﹁
左
程
⁝
⁝
と
も
思
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へ
ぬ
﹂
心
が
︑
幾
ら
か
の
拘
泥
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
も
︑

云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
か
ら
︒
と
い
う
よ
う
に
︑
そ
れ
ら
は
決
し

て
概
念
的
な
単
純
さ
を
以
て
現
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
︑
然
し
そ
れ
ら
が
そ
う
し
た
複
雑
な
翳
を
帯
び
て
現
れ
る
と
い

う
の
も
︑
つ
ま
り
は
そ
の
養
子
と
し
て
の
立
場
へ
の
顧
慮
や
家
庭

生
活
乃
至
結
婚
関
係
を
破
壊
し
得
な
い
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
︑
強
く

自
我
を
生
き
得
な
く
さ
れ
て
い
る
者
の
︑
弱
々
し
く
さ
れ
た
心
の

動
き
が
︑
其
処
に
影
さ
し
て
い
る
か
ら
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
だ

と
思
う
︒
だ
か
ら
そ
の
複
雑
さ
は
︑
此
の
第
二
の
﹁
点
﹂
と
第
一

の
﹁
点
﹂
と
の
い
ろ
い
ろ
に
絡
み
合
う
と
こ
ろ
に
生
ず
る
翳
な
の
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で
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
第
二
の
﹁
点
﹂
の
概
念
的
な
把
握
を

拒
絶
し
得
る
も
の
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒﹁
其
面
影
﹂
の
主
人

公
の
彷
徨
し
た
第
二
の
﹁
点
﹂
は
︑
だ
か
ら
当
然
義
理
を
重
ん
じ
︑

既
存
の
秩
序
と
形
式
と
に
拘
泥
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︑
云
わ
ば

第
一
の
﹁
点
﹂
と
は
真
反
対
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
の
だ
︒
彼
は
そ
う
し
た
対
立
す
る
﹁
二
点
﹂
の
間
に
彷
徨
し

て
︑
そ
の
何
れ
に
も
徹
し
て
行
か
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
意
久
地

な
く
中
途
半
端
で
も
あ
れ
ば
︑
煮
え
き
ら
ぬ
不
決
断
さ
に
青
白
ん

で
も
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
︒

そ
う
い
う
彼
に
比
す
る
と
︑﹁
其
處
へ
行
つ
ち
や
小
夜
だ
︒
所
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謂
外
柔
内
剛
で
︑
口
當
り
は
一
寸
柔
い
が
︑
心
が
確
り
し
て
ゐ

し
ん

し
つ
か

る
︑
行
り
出
す
と
極
端
ま
で
行
る
で
す
﹂
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る

や

だ
け
︑
小
夜
子
は
余
程
自
分
の
意
志
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
︒

或
時
の
彼
女
は
︑
聴
き
分
く
べ
く
も
な
い
姉
に
向
っ
て
敢
然
た
る

忠
告
を
も
試
み
て
い
る
︒
両
国
の
宿
で
哲
也
に
許
す
条
の
如
き
︑

迫
る
の
は
彼
で
あ
っ
て
も
︑
強
く
心
に
構
え
て
い
る
の
は
彼
女
だ

し
ん

っ
た
︒
兄
妹
の
倫
理
を
紊
る
の
を
怖
れ
る
彼
女
は
︑
彼
を
し
て
兄

妹
で
な
く
な
る
こ
と
を
誓
わ
せ
︑
彼
の
愛
が
許
す
に
足
る
程
熾
烈

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
め
て
か
ら
︑
は
じ
め
て
そ
の
唇
を
許
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
彼
女
は
︑
彼
に
細
君
へ
の
未
練
が
残
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さ
れ
て
い
る
と
観
る
や
︑
死
を
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
を
彼
女
へ

の
愛
に
殉
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
︒
彼
が
そ
れ
を
逡
巡
す
る
や
︑
敢

え
て
姿
を
晦
ま
し
て
彼
女
一
人
の
道
に
首
途
し
て
了
っ
た
︒
そ
う

い
う
彼
女
に
︑
弱
く
も
な
い
自
我
を
生
き
通
そ
う
と
も
せ
ぬ
不
徹

底
な
哲
也
が
︑﹁
志
の
淺
々
し
う
仇
め
い
た
る
男
﹂
と
見
え
た
の

も
︑
恐
ら
く
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
同
じ
時
代
の
子
で
あ
っ
て
も
︑

集
団
的
な
社
会
生
活
を
持
た
ぬ
女
は
︑
男
に
は
つ
き
も
の
の
其
処

か
ら
来
る
左
顧
右
眄
性
を
持
た
ず
︑
そ
れ
だ
け
純
粋
な
我
に
立
籠

る
場
合
も
多
い
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
女
が
屢
々
事
理
の
弁
別
を
欠
い

た
︑
只
管
な
我
や
感
情
の
強
さ
に
生
き
る
の
も
︑
無
論
其
処
に
所
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縁
し
た
現
象
な
の
だ
︒
そ
う
い
う
関
係
が
︑
哲
也
の
よ
う
な
男
を

生
れ
さ
せ
た
時
代
に
︑
こ
う
し
た
小
夜
子
の
よ
う
な
型
を
目
に
つ

き
易
い
存
在
と
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
が
︑
そ
れ
は
兎
に
角
︑
こ

う
し
て
自
主
的
に
強
く
自
我
を
生
き
通
そ
う
と
す
る
女
を
描
い

て
︑
人
間
解
放
時
代
の
新
し
い
女
性
の
型
を
︑
少
く
と
も
或
る
程

度
ま
で
仕
上
げ
て
見
せ
た
と
こ
ろ
に
も
︑
二
葉
亭
の
功
績
の
一
つ

は
あ
っ
た
訳
だ
と
思
う
︒
寡
聞
の
故
か
︑
哲
也
の
型
を
描
い
た
功

績
ば
か
り
が
大
き
く
称
え
ら
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
の
で
︑
そ

ん
な
こ
と
も
一
応
附
け
加
え
て
置
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
﹁
う
き
雲
﹂
の
場
合
に
も
同
断
で
︑
文
三
の
世
界
を
描
い
た
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功
績
は
︑
お
勢
の
よ
う
な
型
を
描
い
て
︑
彼
女
が
折
角
新
時
代
の

女
性
ら
し
い
風
貌
を
持
ち
な
が
ら
︑
そ
れ
が
文
三
の
主
我
主
義
同

様
︑
正
し
い
根
の
な
い
虚
飾
的
粉
黛
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
し
て
︑
嗤

笑
的
に
観
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
︑
此
処
に
は

小
夜
子
の
場
合
と
は
逆
に
︑
依
存
者
的
な
生
活
に
慣
ら
さ
れ
た
女

性
の
︑
そ
れ
故
に
何
う
に
で
も
変
り
易
く
な
っ
て
い
る
無
性
格
さ

が
遺
憾
な
く
剔
出
さ
れ
て
︑
そ
れ
が
上
記
虚
飾
的
粉
黛
の
虚
飾
性

に
倍
加
さ
れ
た
著
し
さ
を
持
た
せ
な
が
ら
︑
実
は
二
様
の
問
題
を

提
示
し
て
い
た
の
と
︑
或
る
意
味
で
は
さ
ま
で
軒
輊
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
だ
︒
文
三
を
描
い
た
功
績
が
称
え
ら
る
べ
き
で
あ
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っ
た
ら
︑
お
勢
の
よ
う
な
型
を
描
い
た
功
績
も
︑
だ
か
ら
ま
た
或

る
程
度
に
は
重
視
さ
る
べ
き
筈
な
の
だ
︒
そ
れ
は
男
性
へ
の
依
存

関
係
と
い
う
特
殊
な
も
の
を
引
摺
っ
て
い
る
だ
け
に
︑
そ
れ
の
な

い
文
三
の
場
合
よ
り
︑
或
は
よ
り
複
雑
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と

も
云
え
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
︒
文
三
の
問
題
に
疑
惑
と
憂
悶
と

を
感
じ
て
い
る
著
者
が
︑
彼
女
に
は
多
く
嗤
笑
と
蔑
視
と
を
向
け

て
い
る
の
は
︑
ま
た
そ
れ
と
は
別
個
の
注
意
さ
る
べ
き
観
点
で
あ

る
け
れ
ど
も
︑
そ
う
し
た
作
者
の
受
取
り
方
の
問
題
な
ど
と
は
離

れ
て
︑
そ
う
し
た
題
材
の
反
映
す
る
も
の
の
意
義
も
︑
十
分
考
え

ら
れ
て
い
い
の
だ
と
思
う
︒
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が
︑
そ
れ
は
此
処
で
は
些
か
無
用
の
寄
り
道
へ
の
深
入
り
だ
っ

た
︒
再
び
本
筋
に
帰
る
と
し
て
︑﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
が
始
終

そ
の
間
に
彷
徨
を
続
け
て
い
た
﹁
二
点
﹂
が
︑
上
記
の
通
り
自
我

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
気
持
と
︑
そ
う
し
た
気
持
を
弱
め
る
既

存
の
秩
序
や
道
義
に
拘
泥
す
る
態
度
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ

れ
は
何
も
﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
に
の
み
観
ら
れ
る
特
殊
な
現
象

な
の
で
は
な
く
︑
謂
う
と
こ
ろ
の
近
代
主
義
が
︑
歪
め
ら
れ
た
畸

形
児
と
し
て
半
産
さ
せ
ら
れ
た
︑
明
治
時
代
一
般
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
︑
極
め
て
容
易
に
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
新
し
い
世
の
中

の
組
織
が
官
僚
の
指
導
に
よ
っ
て
組
上
げ
ら
れ
︑
随
っ
て
民
権
運
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動
が
半
産
し
て
︑
半
封
建
的
な
官
僚
的
国
家
主
義
が
打
樹
て
ら
れ

た
明
治
時
代
は
︑
そ
の
社
会
機
構
の
必
然
か
ら
︑
主
我
的
な
人
間

主
義
を
も
時
代
一
般
の
潮
流
と
し
な
が
ら
︑
然
も
其
の
思
想
に
生

き
る
者
を
︑﹁
頑
固
﹂
と
か
﹁
片
意
地
﹂
と
か
﹁
偏
屈
﹂
と
か
︑

そ
の
他
等
々
の
称
呼
で
称
び
慣
ら
す
よ
う
な
︑
そ
う
し
た
考
え
方

を
よ
り
一
般
的
な
も
の
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
自
己
の
感
情
と

信
念
と
に
忠
実
で
あ
っ
た
﹁
う
き
雲
﹂
の
文
三
も
︑
叔
母
の
お
政

か
ら
そ
の
﹁
頑
固
﹂
を
責
め
ら
れ
て
い
た
通
り
︒
其
処
に
は
︑﹁
殿

か
た
い
じ

様
風
と
い
う
事
が
キ
ツ
イ
お
嫌
ひ
﹂
で
︑
然
も
﹁
御
自
分
は
評
判

の
気
六
ケ
敷
屋
﹂
の
︑﹁
言
わ
ば
自
由
主
義
の
厭
制
家
と
い
ふ
御
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方
﹂
な
ど
が
︑
社
会
の
到
る
処
に
蟠
踞
し
て
も
い
た
の
だ
︒
主
我

的
な
人
間
主
義
者
は
︑
彼
等
が
そ
う
称
ば
れ
て
い
た
通
り
の
︑
片

意
地
な
偏
屈
者
に
も
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
明
治

と
い
う
時
代
は
︑
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
時
代
に

生
き
る
人
々
が
︑﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
の
よ
う
に
︑
対
立
す
る

二
点
の
間
に
彷
徨
し
て
︑
割
切
れ
ぬ
不
徹
底
さ
に
︑
浮
草
の
よ
う

な
不
安
定
な
生
を
托
し
て
い
た
の
も
︑
寧
ろ
必
然
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒
だ
か
ら
そ
れ
は
︑﹁
其
面
影
﹂
の
場
合
に
も
︑
そ
の
主
人

公
に
の
み
認
め
ら
れ
た
現
象
な
の
で
は
な
く
︑
極
め
て
あ
り
ふ
れ

た
型
の
細
君
時
子
な
ど
に
も
︑
或
る
程
度
共
通
し
て
い
た
も
の
だ
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っ
た
︒
彼
女
は
夫
の
意
に
反
し
て
自
由
に
寄
席
な
ど
へ
出
か
け
る

一
種
の
自
主
性

︱
少
く
と
も
解
放
さ
れ
た
女
ら
し
い
生
活
を
持

っ
て
い
た
︒
然
も
そ
れ
を
︑
母
へ
の
孝
行
と
い
う
既
成
道
徳
に
よ

っ
て
︑
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
し
よ
う
と
す
る
中
途
半
端
さ
に
止
ま
っ
て

い
た
︒
夫
の
権
威
は
無
視
す
る
近
代
女
性
が
︑
母
の
権
威
へ
の
適

従
を
名
と
し
て
︑
責
任
回
避
を
し
よ
う
と
す
る
非
自
主
性
に

︱

と
云
っ
て
仰
山
な
ら
旧
時
代
型
の
女
性
に
︑
同
時
に
な
り
得
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
彼
女
だ
か
ら
︑﹁
此
樣
な
亭
主
を

こ
ん
な

ヘ
イ

く
と
崇
め
奉
る
の
は
馬
鹿
ら
し
く
て
出
來
ぬ
け
れ
ど
︑
去

迚
棄
て
ら
れ
て
は
大
變
と
﹂
思
っ
て
い
る
︒
時
に
は
﹁
嫌
は
れ
る
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筈
が
な
い
﹂
と
思
っ
て
い
る
︒
一
度
結
ば
れ
た
夫
婦
関
係
の
絶
対

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
無
論
主
人
公
の
場
合
と

は
相
当
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
︒
彼
は
上
記
の
よ
う

な
﹁
二
点
﹂
の
間
に
彷
徨
す
る
自
分
を
意
識
し
て
︑
割
切
れ
ぬ
自

分
の
世
界
を
自
ら
持
て
余
し
て
い
る
︒
寧
ろ
不
徹
底
な
自
分
に
自

己
嫌
悪
を
さ
え
感
じ
て
い
る
︒
例
え
ば
小
夜
子
を
渋
谷
家
に
や
っ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
︑
十
分
﹁
承
知
で
看
す

く
其
厭
な
話
を
取

次
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
吾
が
身
の
﹁
腑
甲
斐
な
さ
﹂
に
︑﹁
何

に
譬
へ
よ
う
も
な
い
﹂
嫌
悪
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
︒
尤

も
そ
の
す
ぐ
後
で
︑﹁
あ
ゝ
︑
其
に
つ
け
て
も
︑
養
子
な
ん
ぞ
に

そ
れ
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成
る
も
の
で
な
い
﹂
な
ど
と
嘆
息
し
て
︑
そ
れ
を
養
子
と
し
て
の

弱
み
に
託
け
て
弁
解
し
よ
う
と
す
る
狡
さ
を
も
示
し
て
い
る
け
れ

ど
も

︱
そ
れ
だ
け
そ
の
自
己
嫌
悪
も
徹
底
し
た
も
の
に
は
な
り

得
て
い
な
い
け
れ
ど
も
︑
兎
に
角
そ
う
し
た
自
己
嫌
悪
な
ど
を
感

じ
て
い
る
だ
け
︑
彼
に
は
良
心
的
な
苦
悶
が
あ
る
︒
じ
き
弁
解
を

考
え
な
が
ら
も
︑
兎
に
角
自
己
の
感
情
や
判
断
に
忠
実
で
あ
り
得

ず
︑
随
っ
て
誠
実
で
な
い
自
己
を
鞭
と
う
と
す
る
気
持
が
あ
る
︒

の
に
対
し
て
︑
時
子
に
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
反
省
や
自
己
嫌
悪

は
な
い
︒
だ
か
ら
対
立
す
る
両
極
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
︑
自
己
に
利

益
の
あ
る
都
合
の
い
い
も
の
だ
け
を
取
集
め
て
︑
そ
の
中
で
無
反
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省
に
ふ
く
ら
み
返
っ
て
い
よ
う
と
す
る
不
純
さ
が
著
し
い
︒
彼
女

自
身
の
倫
理
は
あ
っ
て
も
︑
近
代
人
と
し
て
の
良
心
も
知
覚
も
な

い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
主
人
公
と
は
性
の
合
は
な
い
︑
縁
な
き

衆
生
で
あ
る
訳
な
の
だ
が
︑
然
も
そ
う
い
う
彼
女
な
り
に
︑
矢
張

り
対
立
す
る
﹁
二
点
﹂
の
間
に
彷
徨
す
る
も
の
と
し
て
の
苦
悩
や

気
弱
さ
は
︑
或
る
程
度
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
流
石
に
主
人
公

は
そ
の
点
に
正
し
く
触
れ
て
︑
冒
頭
に
引
用
し
た
葉
村
へ
の
弁
解

の
後
に
︑

﹁
時
も
鼻
張
り
が
強
い
ば
か
り
で
︑
卒
と
な
る
と
存
外
弱
い
﹂

い
ざ

と
︑
附
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
の
だ
っ
た
︒
其
処
に
主
人
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公
の
彼
女
に
対
す
る
同
類
意
識
が
︑端
的
に
窺
わ
れ
る
訳
だ
ろ
う
︒

自
ら
意
識
し
て
苦
悶
す
る
と
否
と
の
相
違
は
あ
っ
て
も

︱
そ
う

し
て
そ
の
相
違
は
人
間
評
価
へ
の
か
な
り
重
要
な
標
準
と
な
り
得

る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
が
時
代
全
般
に
渉
っ
て
の
特
質
で

あ
る
以
上
︑
そ
う
し
た
客
観
的
に
は
結
局
同
質
の
現
象
が
︑
誰
の

場
合
に
も
現
れ
る
こ
と
の
重
大
さ
よ
り
︑
よ
り
重
要
な
も
の
と
は

云
え
な
い
の
だ
︒
良
心
的
な
知
識
人
で
あ
る
筈
の
主
人
公
の
場
合

に
も
︑
そ
の
良
心
的
な
苦
悶
に
直
ぐ
続
い
て
︑
養
子
と
し
て
の
制

約
に
弁
解
を
見
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
︑
不
純
な
非
良
心
性
が
覗

い
て
い
た
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
は
時
子
が
︑
夫
を
無
視
す
る
放
縦
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さ
の
弁
解
を
︑
母
へ
の
孝
行
と
い
う
既
成
道
徳
の
枠
の
中
に
見
出

し
て
い
る
の
と
︑
決
し
て
別
様
の
現
れ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
そ

の
意
味
で
は
︑
彼
女
も
決
し
て
主
人
公
と
縁
な
き
衆
生
で
ば
か
り

あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

そ
う
い
う
観
方
を
す
れ
ば
︑
さ
き
程
の
寄
り
道
に
は
︑
主
人
公

と
は
相
当
対
比
的
な
︑
自
主
的
な
強
さ
に
生
き
て
い
る
と
説
明
し

た
小
夜
子
に
し
て
も
︑
矢
張
り
或
る
程
度
等
類
の
苦
悩
や
気
弱
さ

に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
容
易
に
肯
定
さ
れ
よ
う
︒
彼

女
程
に
強
く
自
主
的
な
女
も
︑渋
谷
家
へ
の
住
込
み
に
つ
い
て
は
︑

周
囲
の
事
情
や
義
理
を
顧
慮
し
て
︑
彼
女
自
身
の
本
心
と
は
ま
る
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で
反
対
の
行
動
に
と
︑
進
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
︒
然

も
そ
う
し
た
行
動
へ
の
彼
女
と
し
て
の
最
後
的
な
意
志
は
︑﹁
兄

さ
ん
さ
へ
御
承
知
な
ら
﹂
と
︑
顧
み
て
他
を
云
う
形
の
︑
そ
ん
な

弱
さ
に
傾
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
主
人
公
が
︑﹁
二
点
﹂

の
間
に
彷
徨
し
て
彼
自
身
の
意
志
を
決
定
出
来
ぬ
ま
ま
に
︑
暗
に

彼
女
か
ら
の
支
柱
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
と
︑完
全
に
同
じ
態
度
︑

同
じ
気
持
の
現
れ
と
云
え
よ
う
︒
彼
女
が
主
人
公
の
細
君
へ
の
未

練
を
思
い
︑
彼
を
征
服
し
き
る
こ
と
の
不
可
能
さ
を
考
え
た
時
︑

一
応
は
死
を
思
い
︑
再
応
は
自
ら
退
い
て
︑
現
実
的
葛
藤
の
圏
外

に
逸
脱
し
去
っ
た
の
も
︑
一
応
は
自
我
を
生
き
よ
う
と
す
る
自
主
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的
態
度
の
貫
徹
で
あ
っ
た
も
の
の
︑
そ
れ
が
飽
く
迄
も
強
い
自
我

主
義
者
の
道
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
︑亦
観
易
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒

況
し
て
其
処
に
は
︑
友
人
に
よ
っ
て
説
き
勧
め
ら
れ
た
︑
罪
の
意

識
と
姉
の
家
庭
の
円
満
を
計
ろ
う
と
す
る
気
持
と
が
︑
有
力
な
動

機
と
な
っ
て
い
た
に
於
て
を
や
︒
だ
か
ら
彼
女
は
︑
自
ら
捨
去
っ

た
筈
の
主
人
公
の
支
那
行
を
︑
人
知
れ
ず
見
送
る
と
い
う
奇
妙
な

矛
盾
に
も
︑
何
時
の
間
に
か
落
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
主
人
公

の
哲
也
に
は
︑
ま
る
で
別
の
世
界
の
住
民
で
あ
る
か
と
思
わ
せ
る

程
の
驚
嘆
を
与
え
た
彼
女
も
︑
こ
う
し
て
結
局
は
彼
に
と
っ
て
の

異
邦
人
で
も
何
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
明
治
と
い
う
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時
代
の
人
間
の
背
負
わ
さ
れ
た
︑
宿
命
的
な
弱
さ
不
徹
底
さ
で
あ

り
︑
性
格
の
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
以
上
︑
そ
う
し
て
一
見
対
蹠

的
に
見
え
る
程
の
二
人
の
間
に
︑
そ
う
し
た
等
類
の
現
象
が
認
め

ら
れ
る
の
も
︑
矢
張
り
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
時

子
は
無
自
覚
に
︑
哲
也
は
意
識
し
て
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
︑
小
夜

子
は
そ
れ
を
乗
越
え
た
つ
も
り
で
矢
張
り
脱
却
し
き
れ
ぬ
も
の
の

影
を
ひ
き
摺
り
な
が
ら
︑
彼
等
は
結
局
同
じ
重
荷
に
喘
い
で
い
る

弱
い
羊
達
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒小
夜
子
が
哲
也
の﹁
淺
々

し
う
仇
め
い
た
る
﹂
を
難
じ
て
い
る
の
な
ど
︑
だ
か
ら
今
日
の
眼

か
ら
観
れ
ば
︑
所
謂
目
糞
が
鼻
糞
を
嗤
う
だ
け
の
も
の
︑
結
局
そ
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の
母
親
な
ど
と
同
じ
愚
劣
さ
に
住
り
な
が
ら
︑
新
時
代
の
知
識
婦

人
を
鼻
に
か
け
た
お
勢
の
浮
薄
な
衒
気
な
ど
と
も
︑
そ
れ
は
ま
る

で
無
縁
の
現
象
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
︑
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

こ
う
云
う
些
か
極
端
な
感
じ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど

も
︑
兎
に
角
以
上
の
よ
う
に
観
て
来
る
と
︑
二
葉
亭
は
﹁
其
面
影
﹂

に
於
て
︑
以
上
の
よ
う
な
等
類
の
人
物
を
巴
に
絡
ま
せ
︑
其
処
に

様
々
な
濃
淡
と
陰
翳
と
を
持
た
せ
な
が
ら
︑
主
我
的
な
人
間
主
義

と
そ
れ
と
対
立
す
る
形
式
主
義
規
範
主
義
と
の
︑
相
互
に
融
合
牽

制
し
合
う
形
を
描
い
て
︑
そ
う
し
た
融
合
と
相
互
的
な
牽
制
と
の
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故
に
生
ず
る
︑
明
治
時
代
の
徴
温
的
に
低
調
化
さ
れ
た
空
気
を
髣

髴
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
と
︑
云
う
こ
と
が
出
来
る
訳
だ
ろ
う
︒
そ

れ
は
素
よ
り
﹁
其
面
影
﹂
だ
け
の
世
界
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
︒
彼
の
出
世
作
﹁
う
き
雲
﹂
の
如
き
も
完
全
に
同
じ
種
類
の
作

品
だ
っ
た
︒
そ
の
主
人
公
文
三
が
︑
周
知
の
通
り
︑
完
全
に
哲
也

と
同
一
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
で
も
︑
そ
れ
を
想
わ
せ
る
に

は
足
ろ
う
︒
彼
も
亦
叔
母
に
そ
の
﹁
頭
固
﹂
を
咎
め
ら
れ
る
程
︑

彼
自
身
の
信
念
と
衷
情
と
に
誠
実
な
男
で
あ
っ
た
︒
然
も
そ
の
信

念
も
誠
実
も
︑
何
時
も
根
の
な
い
気
弱
さ
と
結
び
つ
い
て
い
た
︒

そ
う
い
う
彼
の
周
囲
に
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
﹁
う
き
雲
﹂
の
世
界
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が
︑﹁
其
面
影
﹂
の
そ
れ
と
完
全
に
相
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑

恐
ら
く
そ
の
作
を
読
ま
ぬ
で
も
推
定
さ
れ
よ
う
と
思
う
︒
寧
ろ
そ

れ
は
︑
そ
う
い
う
世
界
の
消
息
を
︑
明
治
二
十
年
と
い
う
夙
い
時

代
に
︑
端
的
に
捉
え
て
見
せ
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
作
品
と
し
て
の

価
値
が
高
く
認
め
ら
れ
る
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
が
明

治
時
代
全
般
に
通
じ
て
の
時
代
的
な
現
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑

民
権
運
動
の
半
産
し
た
二
十
年
前
後
の
明
治
新
社
会
成
立
期
が
︑

そ
れ
を
ま
ず
捉
え
さ
す
べ
き
最
初
の
好
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑

無
論
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑

明
治
新
文
学
の
暁
鐘
と
云
わ
れ
る
﹁
小
説
神
髄
﹂
が
︑
あ
れ
程
の
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混
沌
を
孕
ん
で
出
た
ば
か
り
の
時
代
に
︑
そ
う
し
た
明
治
期
と
し

て
の
最
も
根
本
的
な
問
題
に
正
し
く
触
れ
た
作
品
を
提
示
し
た
と

い
う
こ
と
は
︑
実
際
驚
く
べ
き
先
駆
的
な
業
績
だ
っ
た
の
だ
と
思

う
︒
そ
れ
は
成
立
と
同
時
に
捉
え
ら
れ
た
新
し
い
社
会
現
象
で
あ

っ
た
と
も
云
え
る
の
だ
か
ら
︒

そ
う
い
う
先
駆
的
な
業
績
が
︑
他
の
作
家
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ

ず
︑
二
葉
亭
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
と
い
う
の
は
︑
云
う
迄
も
な

く
彼
が
︑
ベ
リ
ン
ス
キ
イ
そ
の
他
の
近
代
写
実
主
義
理
論
に
教
え

ら
れ
︑
ツ
ル
ゲ
ネ
フ
や
ゴ
ー
ゴ
リ
等
の
ロ
シ
ア
文
学
に
示
唆
さ
れ

た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
し
︑
其
処
か
ら
彼
が
抱
い
て
来
た
文
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学
観
が

︱
と
い
う
よ
り
彼
自
身
の
文
学
に
対
す
る
要
求
が
︑
当

時
の
文
学
者
一
般
が
懐
い
て
い
た
趣
味
的
愛
翫
的
な
そ
れ
と
は
︑

著
し
く
異
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
︑

既
に
誰
で
も
知
っ
て
い
る
︒﹁
予
が
半
生
の
懺
悔
﹂
に
も

﹁
私
の
は
︑
普
通
の
文
學
者
的
に
文
學
を
愛
好
し
た
と
い
ふ

ん
ぢ
や
な
い
︒
寧
ろ
ロ
シ
ア
の
文
學
者
が
取
扱
ふ
問
題
︑
卽

ち
社
會
現
象

︱
︵
中
略
︶

︱
を
文
學
上
か
ら
觀
察
し
︑

解
剖
し
︑
豫
見
し
た
り
す
る
の
が
非
常
に
趣
味
の
あ
る
こ
と

と
な
つ
た
の
で
あ
る
︒﹂

と
︑
当
時
の
要
求
を
説
明
し
て
い
る
二
葉
亭
は
︑
同
時
に
ま
た
そ
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れ
が
︑﹁
人
間
の
運
命
と
か
何
と
か
彼
と
か
い
ふ
哲
學
的
﹂
な
問

題
に
対
す
る
関
心
︑
そ
れ
も
純
粋
に
哲
学
的
な
の
で
は
な
く
︑﹁
寧

ろ
文
明
批
評
と
で
も
﹂
云
う
べ
き
も
の
へ
の
要
求
で
あ
っ
た
こ
と

を
も
︑
明
か
に
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
そ
う
し
た
社
会
問
題
的
な
︑

文
明
批
評
的
な
も
の
へ
の
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
︑
鼻
の
さ
き
に
ぶ
ら
下
っ
て
い
な
が
ら
当
時
の
文
学
者
達
に

は
全
然
見
え
な
か
っ
た
上
記
の
よ
う
な
問
題
が
︑
逸
速
く
関
心
さ

れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
︒
文
学
革
命
を
文
学
理
論
の
範
囲
内

で
の
み
成
就
し
よ
う
と
し
た
﹁
小
説
神
髄
﹂
が
︑
あ
の
よ
う
な
混

沌
と
中
途
半
端
な
效
果
と
を
し
か
遺
さ
な
か
っ
た
時
に
︑
二
葉
亭
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の
作
品
が
あ
れ
程
の
革
新
を
成
就
し
得
た
の
を
思
え
ば
︑
文
学
の

革
新
と
い
う
こ
と
も
︑
単
に
直
接
的
な
文
学
へ
の
関
心
か
ら
の
み

達
成
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
︑
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
︒
兎
も
す
れ
ば
文
学
を
否
定
し
よ
う
と
し
︑
少
く
と
も
そ
れ

を
軽
視
し
よ
う
と
し
た
二
葉
亭
に
よ
っ
て
︑
正
し
く
新
し
い
時
代

の
文
学
が
先
駆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
示
唆
が
︑
そ
れ
こ
そ
正
し

く
汲
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
︒
明
治
文
学
は
︑
彼
に
よ
っ
て
︑

は
じ
め
て
直
接
に
生
き
た
人
生
と
交
渉
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
の
だ
か
ら
︒
そ
れ
は
ま
た
そ
う
い
う
新
し
い
文
学
性
へ
の

要
求
が
︑
明
治
社
会
の
持
っ
た
根
本
的
な
問
題
を
︑
文
学
の
中
に
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領
略
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど

も
︒と

同
時
に
︑
彼
が
そ
う
し
て
問
題
提
示
に
成
功
し
た
も
一
つ
の

理
由
と
し
て
︑
彼
自
身
も
云
っ
て
い
た
通
り
の
︑
徹
底
的
な
懐
疑

派
で
あ
っ
た
こ
と
︑内
省
の
誠
実
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
︑

注
意
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
誠
実
さ
な
ど
と
云
お
う
と
す
る
の
で

は
無
論
な
い
︒
二
葉
亭
が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
懐
疑
し
通
し
た
人

間
だ
っ
た
と
断
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
︒そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑

彼
は
そ
の
作
﹁
平
凡
﹂
に
於
て
は
少
く
と
も
一
応
そ
の
懐
疑
を
棄

て
よ
う
と
し
て
い
る
︒
必
し
も
懐
疑
し
通
し
た
の
で
は
な
く
て
︑
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云
換
え
れ
ば
懐
疑
へ
の
明
確
な
解
答
を
摑
み
得
た
の
で
は
な
く

て
︑
然
も
懐
疑
を
邈
出
し
よ
う
と
す
る
形
を
示
し
て
い
る
の
だ
︒

其
処
に
も
彼
の
負
わ
せ
ら
れ
た
時
代
的
制
約
が
あ
っ
た
の
だ
が
︑

兎
に
角
彼
は
︑
矢
張
り
時
代
の
子
と
し
て
の
必
然
か
ら
︑
哲
也
や

文
三
と
同
じ
よ
う
に
︑
相
当
強
い
自
我
を
持
っ
て
い
た
︒
所
謂
お

祖
母
さ
ん
子
と
し
て
︑
両
親
に
も
余
り
抑
え
ら
れ
ず
に
育
っ
た
と

い
う
生
い
立
ち
な
ど
が
︑
そ
う
し
た
時
代
人
的
な
我
の
強
さ
を
︑

一
層
著
し
い
も
の
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
強
さ
が
︑
彼
を
し

て
一
面
よ
く
そ
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
遵
わ
し
め
て
︑
さ
て
こ
そ
伝

統
文
学
革
新
の
横
紙
破
り
を
も
敢
て
さ
せ
れ
ば
︑
言
文
一
致
の
完
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成
を
も
成
就
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
︒伝
統
文
学
の
約
束
に
遵
わ
ず
︑

自
分
好
み
の
作
品
を
作
り
上
げ
る
︑
伝
統
的
な
美
文
表
現
を
破
壊

し
て
︑
自
己
本
来
の
言
葉
と
文
脈
と
に
よ
る
文
章
を
打
樹
て
る
︑

そ
れ
が
彼
の
成
就
し
た
文
学
上
の
業
績
だ
っ
た
の
だ
︒
だ
か
ら
彼

の
仕
事
は
︑
自
我
の
持
つ
要
求
を
誠
実
に
生
か
そ
う
と
す
る
︑
そ

う
い
う
性
質
の
上
に
成
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
だ
︒

従
っ
て
彼
の
場
合
︑自
我
の
強
さ
は
即
ち
誠
実
の
濃
さ
で
あ
っ
た
︒

然
も
彼
は
︑
反
面
︑
そ
う
い
う
誠
実
の
塊
り
で
あ
っ
た
自
分
の
仕

事
に
︑
自
信
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
︒
言
文
一
致
を
成
就

し
て
逍
遙
に
褒
め
ら
れ
た
時
さ
え
︑
何
か
見
当
の
つ
か
な
い
気
味
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悪
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
︒
つ
ま
り
彼
に
も
そ
れ
だ
け

旧
い
世
間
の
文
学
が
残
っ
て
い
た
の
だ
︒
逍
遙
よ
り
勝
れ
た
近
代

文
学
を
作
り
得
た
だ
け
︑
新
し
い
自
我
へ
の
よ
り
密
度
濃
い
誠
実

さ
を
持
ち
な
が
ら
︑
逍
遙
の
頭
が
肯
定
す
る
も
の
を
さ
え
そ
の
儘

に
は
同
感
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
程
の
旧
さ
を
︑
彼
の
意
識

は
孕
ん
で
い
た
の
だ
︒
文
三
の
運
命
に
は
不
安
と
疑
懼
と
を
感
じ

な
が
ら
︑
お
勢
の
新
時
代
的
な
風
貌
に
は
多
く
反
感
を
寄
せ
て
い

た
の
は
︑
無
論
そ
う
し
た
意
識
の
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
予

が
半
生
の
懺
悔
﹂
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒

﹁
私
は
當
時
﹃
正
直
﹄
の
二
字
を
理
想
と
し
て
︑
俯
仰
天
地
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に
愧
ぢ
ざ
る
生
活
を
し
た
い
と
い
ふ
考
へ
を
有
つ
て
ゐ
た
︒

こ
の
﹃
正
直
﹄
た
る
思
想
は
露
文
學
か
ら
養
は
れ
た
點
も
あ

る
が
︑
も
つ
と
大
關
係
の
あ
る
の
は
︑
私
が
受
け
た
儒
敎
の

感
化
で
あ
る
︒︵
中
略
︶︒
つ
ま
り
東
洋
の
儒
敎
的
感
化
と
露

文
學
や
ら
西
洋
哲
學
や
ら
の
感
化
と
が
結
合
つ
て
︑
そ
れ
に

社
會
主
義
の
影
響
も
あ
つ
て
︑
こ
ゝ
に
︑
私
の
道
徳
的
の
中

心
觀
念
︑
卽
俯
仰
天
地
に
愧
ぢ
ざ
る
正
直
が
形
づ
く
ら
れ
た

の
だ
︒﹂

今
日
か
ら
観
る
と
︑こ
れ
は
随
分
奇
妙
な
思
想
の
合
成
酒
だ
ろ
う
︒

ロ
シ
ア
文
学
か
ら
養
わ
れ
た
﹁
正
直
﹂
へ
の
傾
情
と
い
う
も
の
は
︑
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云
う
迄
も
な
く
人
性
の
自
然
と
真
実
へ
の
誠
実
さ
を
尚
も
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
筈
だ
︒
そ
れ
が
色
濃
い
程
度
に
於
て
二
葉
亭
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
既
に
観
て
来
た
通
り
な
の
だ
か
ら
︑
彼
が

﹁
正
直
﹂
を
最
高
の
モ
ラ
ル
と
し
た
必
然
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
︒

が
︑
儒
教
思
想
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
現
実
主
義
的
な
性
格
故
に
︑

或
る
時
期
に
は
そ
う
し
た
人
性
尊
重
主
義
と
緊
密
に
結
び
合
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
時
代
を
過
ぎ
た
後
に
は
︑
そ
れ

は
只
管
形
式
主
義
的
な
︑
規
範
主
義
的
な
も
の
と
化
し
去
っ
て
︑

人
性
の
自
然
や
真
実
の
尊
重
と
は
多
く
背
馳
す
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
恐
ら
く
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
現
に
二
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葉
亭
の
考
え
て
い
た
儒
教
主
義
が
︑
一
面
そ
う
い
う
形
式
主
義
的

規
範
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
上
記
引
用
文
中
略
の
部

分
な
ど
に
も
明
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
彼
は
︑
そ

の
本
来
相
互
的
に
対
立
す
る
筈
の
も
の
を
︑
無
雑
作
に
結
び
つ
け

て
い
る
の
だ
︒﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
が
持
っ
て
い
た
二
つ
の
﹁
中

心
点
﹂︑
即
ち
対
蹠
す
る
二
つ
の
思
想
軸
は
︑
こ
う
し
て
果
然
作

者
二
葉
亭
の
も
の
で
も
あ
り
︑
そ
れ
が
時
代
的
宿
命
的
な
も
の
で

あ
る
が
故
に
︑
矢
張
り
﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
の
場
合
同
様
︑
整

理
さ
れ
な
い
混
沌
と
し
て
︑
彼
の
中
に
も
蔵
さ
れ
て
い
た
の
だ
︒

そ
れ
は
彼
が
誠
実
に
﹁
正
直
﹂
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
︑
当
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然
そ
の
本
来
的
な
矛
盾
性
を
際
立
た
せ
て
︑
彼
を
苦
し
め
ず
に
は

い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
然
も
︑
前
に
も
云
っ
た
通
り
︑
自

我
へ
の
誠
実
さ
も
逍
遙
な
ど
の
場
合
よ
り
濃
く
︑
対
蹠
的
方
向
へ

の
拘
泥
も
亦
彼
よ
り
強
い
と
い
う
よ
う
な
︑
つ
ま
り
巾
広
く
激
し

い
性
格
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
そ
の
矛
盾
相
剋
の
程
度
も
著
し
く
︑

苦
悶
の
振
幅
も
大
き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
な
の
だ
︒
自

ら
﹁
骨
に
彫
り
肉
を
刻
む
﹂
と
云
っ
て
い
た
程
の
刻
苦
を
尽
し
て

﹁
う
き
雲
﹂
な
ど
を
成
就
し
な
が
ら
︑
他
面
兎
も
す
れ
ば
文
学
を

蔑
視
し
否
定
し
よ
う
と
し
た
よ
う
な
激
動
も
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
は

其
処
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
は
突
詰
め
て
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行
け
ば
結
局
懊
悩
と
所
謂
自
意
識
の
過
剰
と
行
動
性
の
減
退
と
を

結
果
す
べ
き
筈
の
も
の
︑﹁
其
面
影
﹂
の
主
人
公
が
そ
う
し
た
結

果
に
圧
し
つ
け
ら
れ
て
︑
煮
え
き
ら
な
い
意
久
地
な
し
と
な
っ
て

行
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
彼
も
亦
自
ら
﹁
私
は
懐
疑
派
だ
﹂
と

云
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
程
の
押
詰
め
ら
れ
た
懐
疑
派
で
あ

り
︑
あ
れ
程
の
才
能
と
熱
情
と
は
持
ち
な
が
ら
︑
何
れ
の
方
面
に

も
そ
の
情
熱
と
才
能
と
を
揮
灑
し
尽
す
程
の
︑
渾
成
さ
れ
た
︑
安

住
的
な
仕
事
は
遺
さ
ず
︑
彷
徨
的
な
生
涯
を
畢
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
だ
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
場
合
に
は
︑
懐
疑
す
る
こ
と
が
即

ち
誠
実
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑﹁
私
は
懐
疑
派
だ
﹂
と
宜
言
す
る
迄
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懐
疑
に
生
き
た
こ
と
が
︑
明
治
時
代
人
と
し
て
の
彼
の
宿
命
を
︑

最
も
突
詰
め
た
形
に
於
て
生
き
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
し
て
︑
そ
う
い
う
彼
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑﹁
其
面
影
﹂
や

﹁
う
き
雲
﹂
の
問
題
は
彼
の
外
部
に
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
同

時
に
彼
の
内
部
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
︒﹁
う
き
雲
﹂
や
﹁
其

面
影
﹂
が
︑
単
な
る
観
察
や
写
実
主
義
の
理
論
だ
け
の
産
物
で
な

く
︑
そ
う
し
て
主
体
化
さ
れ
た
苦
悶
の
象
徴
で
あ
っ
た
が
故
に
︑

そ
れ
ら
は
単
な
る
文
明
批
評
以
上
の
︑
迫
力
と
そ
う
し
た
時
代
に

住
む
も
の
の
焦
躁
的
な
不
安
や
絶
望
な
ど
を
も
︑
伝
え
得
る
作
品

と
な
っ
た
の
だ
︒
云
わ
ば
そ
れ
が
文
学
の
効
果
で
あ
り
︑
文
学
は
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そ
う
し
た
効
果
か
ら
発
足
し
て
生
の
正
し
い
方
向
へ
の
示
唆
な
り

誘
導
な
り
と
結
び
つ
い
て
行
く
筈
の
も
の
な
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
ら

の
作
品
を
生
ん
だ
此
の
理
由
も
︑
軽
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ま
い

と
思
う
の
で
あ
る
︒
ロ
シ
ア
文
学
の
示
唆
や
文
明
批
評
へ
の
要
求

と
併
せ
て
︑
も
一
つ
二
葉
亭
の
懐
疑
や
誠
実
な
内
省
を
重
視
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
所
以
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
懐
疑
や
内
省
が
︑

時
代
の
最
も
根
本
的
な
問
題
を
︑
重
苦
し
く
複
雑
な
感
動
を
罩
め

て
︑
然
も
的
確
に
正
面
に
押
出
し
て
見
せ
る
作
品
と
な
っ
た
程
︑

明
治
と
い
う
時
代
を
突
詰
め
て
生
き
た
二
葉
亭
の
偉
大
さ
が
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ
程
深
く
突
詰
め
て
時
代
を
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生
き
た
人
が
︑
あ
れ
程
の
漂
蕩
を
続
け
て
︑
安
住
的
な
結
論
を
得

き
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
明
治
と
い
う
時
代
の
不
幸
が
あ
っ
た

の
だ
︒
尤
も
︑
そ
れ
は
単
に
暦
の
上
の
明
治
時
代
だ
け
の
こ
と
で

は
な
く
︑
大
正
時
代
は
云
う
迄
も
な
く
︑
そ
れ
を
経
た
昭
和
の
今

日
に
も
︑
な
お
明
確
に
は
解
決
さ
れ
な
い
︑
不
幸
の
尾
を
ひ
い
て

い
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︒

そ
の
位
だ
か
ら
︑
二
葉
亭
の
苦
悩
や
懐
疑
も
︑
結
局
明
確
な
解

答
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
︒
と
云
っ
て
彼
の
懐
疑

や
思
索
が
︑上
記
の
よ
う
な
問
題
と
そ
の
未
解
決
と
に
定
着
し
て
︑

始
め
か
ら
終
り
ま
で
︑
一
つ
と
こ
ろ
に
澱
ん
で
ば
か
り
い
た
の
で
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も
な
か
っ
た
︒﹁
う
き
雲
﹂
の
場
合
に
は
︑
彼
の
懐
疑
や
苦
悩
は

流
石
に
生
ま
生
ま
し
く
泡
立
っ
て
い
た
︒
自
意
識
の
鋭
い
人
間
に

あ
り
勝
ち
の
は
に
か
み
と
そ
れ
を
被
お
う
と
す
る
一
種
の
反
射
的

な
姿
勢
と
︑そ
う
し
た
姿
勢
と
結
び
つ
い
た
残
滓
的
戯
作
調
と
が
︑

兎
も
す
れ
ば
そ
れ
を
被
い
消
そ
う
と
は
し
て
い
た
け
れ
ど
も
︑
そ

ん
な
も
の
で
は
消
し
切
れ
な
い
泡
立
ち
が
︑
其
処
に
示
さ
れ
た
作

者
の
心
境
に
︑
絶
望
と
か
諦
観
と
か
い
う
言
葉
で
は
規
定
し
得
ぬ

も
の
の
あ
る
の
を
︑
判
然
と
示
し
て
い
た
の
だ
︒
そ
れ
は
一
種
の

怖
れ
で
あ
り
︑
憤
り
で
あ
り
︑
与
え
ら
れ
た
問
題
の
生
ま
生
ま
し

さ
に
対
す
る
激
動
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
も
の
の
絡
み
合
っ
た
重
苦
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し
さ
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
そ
れ
が
積
極
的
に
凝
っ
て
は
︑
問
題
を

乗
越
え
た
明
る
い
希
望
に
縋
り
つ
こ
う
と
す
る
気
持
と
も
な
っ
て

い
た
︒
意
久
地
な
し
の
標
本
の
よ
う
に
描
か
れ
た
文
三
は
︑
す
べ

て
の
方
面
に
破
綻
が
来
た
後
の
作
の
結
末
に
於
て
︑
却
っ
て
極
め

て
執
拗
な
強
さ
に
生
き
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
出
て
行
け
が
し
の

叔
母
に
は
或
る
程
度
無
関
心
に
︑
そ
む
き
去
っ
た
お
勢
と
も
離
れ

な
が
ら
︑
然
も
彼
女
を
一
時
の
病
気
と
観
じ
て
︑
静
に
彼
女
を
救

う
べ
き
時
期
の
来
る
の
を
覘
う

︱
其
処
に
本
然
と
真
実
と
を
生

き
よ
う
と
す
る
文
三
的
な
モ
ラ
ル
の
達
成
に
か
け
ら
れ
た
微
な
希

望
︵
未
練
︶
が
︑
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
問
題
を
問
題
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と
し
て
諦
視
し
な
が
ら
︑
な
お
よ
き
解
決
を
所
期
し
よ
う
と
す
る

作
者
の
若
い
情
熱
が
︑
其
処
に
漂
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
れ
が
︑
略
二
十
年
を
距
て
た
﹁
其
面
影
﹂
に
な
る
と
︑
同
じ

問
題
に
対
す
る
絶
望
的
な
気
持
が
︑ぐ
っ
と
色
濃
く
な
っ
て
い
る
︒

主
人
公
を
細
君
の
時
子
と
同
類
視
し
て
︑
救
う
に
た
え
ぬ
も
の
と

し
て
い
る
辺
り
な
ど
︑
殊
に
そ
の
感
が
深
い
だ
ろ
う
︒
其
処
に
は

小
夜
子
の
よ
う
な
女
を
点
出
し
て
︑
自
主
的
に
生
き
る
者
の
道
を

辿
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
決
し
て
強
く
定
か
な
落
着
き

に
向
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
︑
矢
張
り
作
者
の
気
組
の
銷
磨
が
観
じ
ら
れ

て
い
い
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
う
き
雲
﹂
の
結
末
に
於
て
︑
文
三
に
よ
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る
お
勢
の
救
出
を
策
し
た
作
者
は
︑
終
に
実
際
の
救
出
に
は
筆
を

つ
け
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
て
二
十
年
を
距
て
た
後
に
︑
お
勢
に
当

る
細
君
で
は
な
く
︑
文
三
其
人
に
当
る
哲
也
を
︑
救
い
難
い
性
格

破
産
の
ど
ん
底
に
突
落
し
た
︒
怖
れ
と
不
安
と
憤
り
と
希
望
と
の

間
に
動
揺
を
続
け
て
い
た
作
者
の
若
さ
が
︑
そ
れ
だ
け
老
い
た
絶

望
に
沈
ん
だ
の
で
は
な
い
か
︒

果
然
﹁
其
面
影
﹂
に
続
い
て
書
か
れ
た
﹁
平
凡
﹂
に
は
︑﹁
う

き
雲
﹂
以
来
の
此
の
問
題
を
一
応
放
棄
し
た
作
者
の
相
が
認
め
ら

れ
る
︒﹁
私
は
懐
疑
派
だ
﹂
の
中
で
︑﹁
平
凡
﹂
の
製
作
動
機
を

説
明
し
た
作
者
は
︑
そ
れ
が
﹁
人
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
︑
人
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間
が
人
生
に
對
す
る
態
度
﹂
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ

た
と
︑
云
っ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
は
︑
人
間
の
運
命
と
帰
趨
と
が

問
題
で
は
な
く
な
っ
て
︑
人
生
に
処
す
る
人
間
の
生
き
方
が
問
題

に
な
っ
て
来
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
此
処
ま
で
来
て
二
葉

亭
に
は
︑
人
生
は
も
う
問
題
に
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
く
な
っ

た
の
だ
︒
所
謂
そ
れ
は
も
う
解
っ
て
了
っ
た
の
だ
︒﹁
う
き
雲
﹂

に
於
て
︑
あ
れ
程
の
問
題
を
観
︑
あ
れ
程
の
不
安
や
憤
り
に
彷
徨

し
て
い
た
人
が
︑
同
じ
問
題
を
追
及
し
た
﹁
其
面
影
﹂
の
絶
望
を

経
て
︑
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
に
人
生
が
解
っ
た
と
考
え
た
と
し
た

ら
︑
そ
れ
は
た
だ
解
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
問
題
が
解
決
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さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
︒然
も
そ
の
解
り
方
が
︑

時
子
と
哲
也
の
場
合
と
同
様
︑
厳
し
く
拘
泥
る
者
も
︑
そ
う
で
な

い
平
凡
な
者
も
︑
結
局
は
同
類
以
上
に
出
ら
れ
な
い
人
生
な
の
だ

と
い
う
︑
そ
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
︒
尤
も
︑
そ
れ
は
観

察
と
し
て
は
正
し
い
の
だ
︒
人
間
観
察
を
帰
納
し
て
得
ら
れ
る
究

極
的
な
人
生
観
で
さ
え
あ
る
の
だ
︒
が
︑
其
処
か
ら
出
発
し
て
︑

だ
か
ら
厳
し
く
人
生
に
拘
泥
る
者
よ
り
︑
は
じ
め
か
ら
問
題
の
な

い
平
凡
人
が
方
が
い
い
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
何
う
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
︒
事
実
ま
た
二
葉
亭
は
そ
う
考
え
て
︑
平
凡
な
人
間

や
平
凡
な
世
界
の
よ
さ
を
︑
此
作
で
は
繰
返
し
描
こ
う
と
し
て
い

、
、
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る
の
だ
︒
主
我
的
人
間
主
義
者
で
あ
る
文
士
の
﹁
理
想
﹂
な
ど
︑

﹁
い
つ
も
人
に
迷
惑
を
懸
け
る
ば
か
り
で
︑
一
向
自
分
の
足
し
に

な
つ
た
こ
と
が
な
﹂
く
︑
随
っ
て
そ
ん
な
も
の
よ
り
平
凡
人
の
世

間
哲
学
の
含
蓄
の
方
が
︑
余
っ
程
あ
り
が
た
い
︑
人
生
問
題
よ
り

寧
ろ
一
匹
の
小
犬
の
方
が

︱
そ
れ
に
拘
泥
す
る
心
の
方
が
︑
ず

っ
と
深
い
意
味
が
あ
る
の
だ
︑
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑
あ
の
作

に
は
繰
返
し
書
か
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
︒
お
勢
や
お
政
よ
り
も

文
三
を
高
く
評
価
し
た
﹁
う
き
雲
﹂
の
作
者
は
︑
哲
也
を
時
子
と

同
類
視
し
た
﹁
其
面
影
﹂
を
経
て
︑
こ
う
し
て
逆
に
文
三
的
哲
也

的
な
文
士
な
ど
よ
り
︑
平
凡
人
と
彼
等
の
世
界
と
を
高
く
評
価
し
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よ
う
と
す
る
人
に
な
っ
て
来
た
の
だ
︒
そ
れ
は
平
凡
直
截
を
尚
ぶ

と
い
う
点
で
︑
一
見
如
何
に
も
人
間
主
義
や
自
然
性
尊
重
の
到
達

し
た
最
後
的
な
境
地
ら
し
く
も
思
わ
れ
る
し
︑
流
石
に
ま
だ
時
代

と
し
て
若
か
っ
た
明
治
初
期
に
生
い
立
っ
た
二
葉
亭
の
積
極
的
な

行
動
性
が
︑
考
え
追
究
す
る
ば
か
り
で
行
動
性
を
喪
っ
て
了
っ
た

イ
ン
テ
リ
型
よ
り
も
︑
考
え
ず
に
行
動
し
て
行
く
凡
人
型
に
心
惹

か
れ
た
必
然
も
︑
よ
く
理
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
所
詮
は

当
時
と
し
て
の
人
生
観
察
が
︑
そ
の
最
後
的
な
壁
に
突
当
っ
て
︑

そ
れ
を
正
し
く
突
破
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
ま
ま
に
︑
其
処
か
ら
ま

た
未
解
決
な
人
生
に
引
返
し
て
︑然
も
一
切
の
問
題
を
放
棄
し
て
︑
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問
題
の
な
い
無
風
帯
に
と
沈
湎
し
よ
う
と
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
は
︑此
処
に
今
更
縷
説
す
る
迄
も
あ
る
ま
い
︒

二
葉
亭
に
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
却
っ
て
一
時
の
激
情
的
な
表
白
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
動
揺
す
る
心
の
振
幅
の
︑
そ
の
一
極
端
に

あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
此
処
に
そ
れ
を
縷
説
す

る
余
裕
が
な
い
が
︑﹁
平
凡
﹂
に
は
そ
れ
を
思
わ
せ
る
ア
イ
ロ
ニ

カ
ル
な
節
々
も
少
く
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
︑
作
品
﹁
平
凡
﹂

に
も
満
足
せ
ず
︑﹁
平
凡
﹂
の
境
地
に
も
安
住
出
来
ず
︑
残
り
の

短
い
生
涯
を
︑
其
処
に
書
か
れ
た
と
は
余
程
異
っ
た
方
向
に
︑
進

め
て
行
っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
し
て
も
彼
が
︑



61

自
己
の
懐
疑
の
十
分
な
解
決
を
見
出
す
こ
と
な
く
︑
よ
し
じ
り
じ

り
し
た
憤
激
︵
自
虐
︶
の
気
持
か
ら
に
も
せ
よ
︑
一
種
の
諦
観
的

な
方
向
に
と
ず
れ
よ
う
と
す
る
傾
き
を
も
時
に
示
し
た
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
︑
否
定
す
べ
く
も
あ
る
ま
い
︒
前
に
︑
二
葉
亭
が
必
し

も
そ
の
懐
疑
を
懐
疑
し
通
し
た
と
断
言
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
︑

彼
に
も
亦
解
決
す
る
代
り
に
高
く
邈
出
し
よ
う
と
す
る
傾
き
も
あ

っ
た
と
書
い
た
の
は
︑
無
論
此
点
を
考
え
て
い
た
か
ら
だ
︒
懐
疑

か
ら
絶
望
へ
︑
絶
望
か
ら
諦
悟
へ

︱
彼
の
三
つ
の
作
品
は
︑
少

く
と
も
こ
う
し
た
心
境
の
発
展
を
語
っ
て
い
る
の
だ
︒

だ
が
︑
此
処
ま
で
来
て
考
え
て
み
れ
ば
︑
誰
が
二
葉
亭
の
提
示
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し
た
よ
う
な
問
題
に
触
れ
て
︑
諦
悟
以
外
の
解
決
に
向
っ
て
行
っ

た
の
か
︒
無
い
︒
少
く
と
も
二
葉
亭
と
相
前
後
し
た
時
代
の
作
家

に
は
︑
そ
う
い
う
人
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
彼
等
を
囲

繞
す
る
社
会
組
織
の
根
本
に
連
る
問
題
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
社
会

を
突
放
し
て
究
明
す
る
方
法
が
提
示
さ
れ
る
迄
は
︑
そ
の
問
題
は

不
可
解
な
謎
の
ま
ま
残
さ
れ
て
︑
随
っ
て
光
を
求
め
る
当
年
の

人
々
の
心
は
︑
そ
う
し
た
問
題
の
究
明
を
棄
て
て
︑
そ
う
し
た
問

題
を
孕
ん
だ
ま
ま
の
人
生
に
︑
如
何
に
処
す
べ
き
か
を
考
え
て
行

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
︒
自
然
主
義
以
後
の
文
学
が
︑
総
括

的
に
﹁
人
生
と
は
何
か
﹂
の
問
題
︵
写
実
主
義
︶
を
離
れ
て
︑﹁
如
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何
に
生
く
べ
き
か
﹂
の
新
現
実
主
義
的
方
向
に
傾
い
た
こ
と
は
︑

恐
ら
く
誰
も
知
っ
て
い
よ
う
︒
そ
う
し
て
そ
う
し
た
﹁
如
何
に
生

く
べ
き
か
﹂
に
つ
い
て
の
提
唱
の
中
に
︑﹁
凡
人
浄
土
﹂
や
﹁
片

隅
の
幸
福
﹂
な
ど
を
称
え
る
凡
人
主
義
が
︑
一
つ
の
大
き
な
流
れ

を
な
し
て
い
た
こ
と
も
︒
つ
ま
り
そ
れ
が
︑
二
葉
亭
の
探
求
し
た

よ
う
な
明
治
世
相
に
処
す
る
も
の
の
︑
一
つ
の
究
極
的
な
態
度
に

な
っ
て
い
た
の
だ
︒
其
処
に
安
住
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
︑
二

葉
亭
の
大
き
な
苦
悩
の
振
幅
は
︑
矛
盾
す
る
両
極
︵﹁
二
点
﹂︶
か

ら
の
二
等
辺
三
角
形
の
頂
点
と
し
て
︑
そ
う
い
う
態
度
を
考
え
よ

う
と
す
る
と
こ
ろ
に
も
行
っ
て
い
た
の
だ
︒だ
か
ら
彼
の
作
品
は
︑
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そ
の
代
表
的
な
も
の
は
此
処
に
触
れ
た
僅
か
三
作
に
過
ぎ
な
か
っ

た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
明
治
文
学
全
般
を
貫
く
一
筋
主

要
な
展
開
の
跡
を
︑
髣
髴
せ
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
︒
人

間
の
尊
重
や
自
然
性
の
尊
重
を
そ
の
思
想
的
根
柢
と
し
な
が
ら
︑

そ
れ
の
円
満
な
達
成
を
阻
ま
れ
て
い
た
が
故
に
︑
著
し
く
悲
観
的

な
色
調
を
帯
び
て
い
た
浪
漫
主
義
か
ら
︑
そ
の
執
拗
な
人
生
探
求

に
よ
っ
て
絶
望
に
突
当
っ
た
自
然
主
義
を
経
て
︑
新
浪
漫
主
義
以

後
総
括
的
に
新
現
実
主
義
的
な
生
の
態
度
の
工
夫
に
と
発
展
し
て

行
っ
た
明
治
文
学
の
枢
軸
は
︑
憂
悶
や
怖
れ
や
憤
り
か
ら
絶
望
を

経
て
諦
悟
的
な
生
き
方
の
推
重
に
と
進
も
う
と
し
た
二
葉
亭
の
三



65

作
に
示
さ
れ
た
境
地
の
発
展
と
︑殆
ど
完
全
に
同
軌
で
は
な
い
か
︒

そ
れ
を
極
端
に
云
え
ば
︑
明
治
文
学
は
︑
一
足
さ
き
に
二
葉
亭
が

進
ん
で
行
っ
た
軌
道
を
︑
後
か
ら
後
か
ら
と
追
っ
て
行
っ
た
も
の

と
︑
云
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
︒
最
も
夙
く
︑
且
つ
正

し
く
明
治
社
会
の
根
本
問
題
に
触
れ
た
が
故
に
︑
二
葉
亭
は
ま
た

最
も
夙
く
そ
う
し
た
明
治
文
学
発
展
の
コ
ー
ス
を
辿
る
こ
と
に
も

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
然
も
︑
そ
う
し
た
コ
ー
ス
の
最
後
的
な
帰

着
点
で
あ
っ
た
﹁
平
凡
﹂
の
境
地
に
︑
自
ら
満
足
す
る
こ
と
の
出

来
な
い
も
の
を
も
残
し
て
い
た
二
葉
亭
に
は
︑
そ
う
し
た
一
般
的

な
展
開
の
型
を
越
え
て
︑
も
っ
と
積
極
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
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欲
も
あ
っ
た
訳
だ
︒
そ
の
逞
し
さ
が
正
し
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
︑

彼
が
そ
の
後
第
四
の
作
品
を
発
表
し
た
と
し
た
ら
︑
そ
れ
が
何
ん

な
新
コ
ー
ス
を
開
拓
し
た
で
あ
ろ
う
か
︑
今
と
な
っ
て
は
も
う
空

し
い
期
待
を
も
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

が
︑
そ
れ
が
︑
或
る
意
味
で
明
治
精
紳
の
全
局
を

︱
と
云
っ

て
不
可
け
れ
ば
︑
明
治
精
神
と
し
て
一
つ
の
渾
成
さ
れ
た
全
体
で

あ
っ
た
も
の
を
︑
強
く
生
き
た
も
の
で
あ
る
以
上
︑
そ
う
し
た
期

待
は
︑
よ
し
第
四
の
作
品
が
出
て
も
︑
矢
張
り
満
さ
れ
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
う
云
わ
せ
る
だ
け
︑
二
葉
亭
は
明

治
時
代
を
深
く
生
き
き
っ
た
と
も
云
え
る
の
だ
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
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う
し
て
深
く
生
き
き
っ
た
人
が
︑
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
十
分
な
最
後

的
安
住
境
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
繰
返
し
て
云
う
︑

明
治
時
代
の
最
も
大
き
な
不
幸
が
あ
っ
た
の
だ
︒
そ
う
し
て
そ
れ

が
今
日
に
も
な
お
尾
を
ひ
い
て
い
る
が
故
に
︑
二
葉
亭
は
今
日
の

人
々
に
も
矢
張
り
意
味
の
あ
る
作
家
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思

う
︒

︵
昭
和
十
二
年
九
月
﹃
文
学
﹄︶
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