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近
代
日
本
研
究
第
二
十
六
巻

(

二
〇
〇
九
年)

論
説

武
田
泰
淳
の
文
化
論

日
本
近
代
文
化
へ
の
視
座
と

『

司
馬
遷』

岡

山

麻

子

問
題
の
所
在

武
田
泰
淳

(

一
九
一
二
年
〜
一
九
七
六
年)
が
一
九
四
三
年
に
刊
行
し
た
評
論

『

司
馬
遷』

は
、
戦
時
下
の
状
況
の
中
で
日
本

近
代
に
お
け
る
精
神
の
自
律
性
を
希
求
し
た
稀
有
な
試
み
と
し
て
、
今
日
な
お
魅
力
と
問
題
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
こ
の
書
は
政

治
的
に
失
脚
し
た
司
馬
遷
の
心
情
に
分
け
入
っ
て『

史
記』
執
筆
に
至
る
司
馬
遷
の
精
神
的
契
機
を
解
明
し
た｢

司
馬
遷
伝｣

と
、

『

史
記』

の
構
成
に
注
目
し
て
司
馬
遷
の
一
個
の
精
神
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
を
考
察
し
た｢

｢

史
記｣

の
世
界
構
想｣

の
二
篇
か
ら
成
る
。
そ
れ
は
武
田
が
政、
治、
的、
に、
無、
力、
に
な
っ
た
司
馬
遷
の
実
存
と
精
神
に
内
在
し
て

｢

文
化
と
は
何
か｣

と
い

う
問
題
を
考
え
抜
い
た
と
い
う
意
味
で
本
質
的
に

｢

文
化
論｣

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

｢

史
記
的
世
界
を
眼
前
に
据
え
、
そ
の
世
界

の
ざ
わ
め
き
で
、
私
の
精
神
を
試
み
た
か
っ
た

(

１)｣

と
言
う
武
田
は
、
司
馬
遷
が
政
治
的
に
無
力
な
場
か
ら
世
界
を
認
識
し
た
よ
う
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に
、
既
存
の
学
問
形
式
や
思
想
的
理
論
か
ら
自
己
の
精
神
を
解
放
し
、
た
だ
司
馬
遷
の
認
識
し
た
世
界
と
の
対
峙
の
み
に
よ
っ
て
、

文
化
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、｢

支
那
文
学｣

を
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
方
法
論
か
ら
解

放
さ
れ
た
精
神
で
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
武
田
自
身
が
潜
っ
た
マ
ル
ク
ス
主

義
的
理
論
か
ら
解
放
さ
れ
た
精
神
を
、
自
己
の
中
に
存
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
近
代
の
知
識
人
の
多
く
は
、
西
欧
近
代
の
理
論
的
枠
組
と
水
準
を
前
提
と
し
、
そ
の
移
入
を
通
し
て
文
化
や
思
想
を
考
え

て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
近
代
文
化
は
、
文
化
の
担
い
手
の
実
存
と
断
絶
し
、
文
化
的
な
生
産
性
の
欠
落
し
た

構
造
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、『

司
馬
遷』

に
お
い
て
、
一
個
の
個
人
と
し
て
直
接
に
世
界
に
対
峙
す
る

方
法
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
武
田
の
行
為
は
日
本
近
代
に
お
け
る
文
化
の
あ
り
方
の
問
題
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
実
践
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
本
稿
は
日
本
近
代
思
想
史
の
立
場
か
ら
、『

司
馬
遷』

を
本
質
的
に
文
化
論
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
た
武

田
泰
淳
の
精
神
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
近
代
に
お
け
る
自
律
的
な
思
想
の
存
立
の
可
能
性
を
求
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
の

『

司
馬
遷』

に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
同
世
代
の
知
識
人
に
よ
る
批
評
と
し
て
、
武
田
と
と
も
に

｢

中
国
文
学
研
究
会｣
(

一
九
三
四
年
〜
一
九
四
三
年)
を
中
心
的
に
担
っ
た
竹
内
好
の
読
み
が
挙
げ
ら
れ
る
。
竹
内
は『

司
馬
遷』

が
武
田
に
よ
る
無
力
感
の
告
白
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
れ
を

｢
美
し
い
抵
抗
の
均
斉

(

２)｣

と
し
て
評
価
し
た
。｢

無
力
感
の
告
白｣

、

｢

抵
抗｣

と
は
、
時
代
の
政
治
的
な
価
値
と
秩
序
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
時
代
の
秩
序
に
対
す
る
無
力
感
の
告
白
は
、
裏
か
ら

言
え
ば
秩
序
を
無
化
す
る
立
場
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
極
め
て
根
源
的
な
政
治
批
判
た
り
得
る
可
能
性
を
含
む
の
で

あ
る
。
こ
の
読
み
は
竹
内
自
身
が
一
九
四
四
年
刊
行
の

『

魯
迅』

に
お
い
て
、
政
治
的
価
値
を
無
化
し
て
原
初
の
混
沌
を
創
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
か
ら
排
除
さ
れ
た
存
在
を
回
復
す
る
文
学
者
像
を
提
示
し
た
こ
と

(

３)

を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
戦
時
下
の
政
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治
秩
序
に
対
し
て
、
文
化
と
そ
れ
を
担
う
知
識
人
の
存
立
の
場
所
を
求
め
た
同
志
的
立
場
か
ら
の
理
解
と
し
て
、
そ
れ
自
体
歴
史

的
意
味
を
持
つ
評
価
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
本
多
秋
五
は
、『

司
馬
遷』

に
お
い
て
武
田
が

｢

総
体
を
つ
つ
む
も
の
と
し
て
の

《
世
界
》
な
る
概
念｣

を
自
力
で
発
見
、
樹
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
多
は
世
界
概
念
の
樹
立
の
た
め
に
武
田
が
既
存

の
世
界
観
を
取
り
払
う
努
力
を
実
現
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
戦
時
下
に
あ
っ
て

｢
｢

自
由｣

の
窘
促
を
不
可
避

的
に
体
験

(

４)｣
し
た
世
代
と
し
て
の
切
実
な
読
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

戦
後
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
ま
と
ま
っ
た
武
田
泰
淳
論
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

武
田
論
に
お
い
て
は
、
無
論
、
論
者
に
よ
っ
て
ウ
ェ
イ
ト
の
置
き
方
は
異
な
る
も
の
の
、『

司
馬
遷』

と
は
武
田
が
そ
れ
以
前
の

人
生
に
お
い
て
抱
え
た
矛
盾

僧
侶
で
あ
る
こ
と
、
左
翼
体
験
、
中
国
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
中
国
戦
線
に
立
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
苦
悩

を

『

史
記』
執
筆
に
至
る
司
馬
遷
の
精
神
的
態
度
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
自
己
発
見
の
書
で
あ
る

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

(

５)

。

そ
れ
に
対
し
て
清
原
万
里
は
、
武
田
が

｢
生
き
恥｣

と
し
て
指
摘
し
た
司
馬
遷
の
恥
辱
感
と
武
田
の
実
人
生
に
お
け
る
恥
辱
感

と
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

司
馬
遷』
を
告
白
の
文
学
と
理
解
し
て
き
た
先
行
研
究
の
傾
向
を
批
判
し
て
い
る
。
清

原
は

『

司
馬
遷』

を

｢

世
界
認
識
を
提
示
し
た
書｣
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
武
田
の
世
界
観
と
は

｢

関
係｣

と
い
う

観
点
か
ら
世
界
を
認
識
す
る
態
度
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
原
型
を
仏
教
的
言
説
に
求
め
て
い
る

(

６)

。
ま
た
川
西
政
明
は
、『

司
馬

遷』

は
西
洋
を
モ
デ
ル
と
し
た
日
本
の
近
代
観
が
破
綻
し
た
と
こ
ろ
に
出
現
し
、
日
本
的
な
思
想
体
系
や
美
意
識
を
超
越
し
て
、

ア
ジ
ア
の
文
化
に
根
ざ
し
た
思
想
を
創
造
し
た
と
し
て
評
価
し
て
い
る

(
７)

。

こ
の
よ
う
に
武
田
の

『

司
馬
遷』

に
関
し
て
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
文
学
の
意
味
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
武
田
と
同
世
代
の
知

識
人
に
よ
る
分
析
の
ほ
か
は
、
主
に
戦
後
文
学
研
究
の
文
脈
の
中
で
研
究
が
進
ん
で
き
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、『

司
馬
遷』

の

武田泰淳の文化論
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中
で
展
開
さ
れ
る

｢

絶
対
持
続｣

、
歴
史
の

｢

空
間
的｣

把
握
と
い
っ
た
概
念
や
、『

司
馬
遷』

執
筆
の
前
提
と
し
て
の
武
田
の
精

神
的
苦
悩
と
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し

『

司
馬
遷』

を
通
し
て
示
さ
れ
た
武
田
の
文
化
論

す
な
わ
ち
文
化
と
し
て
の
形
式
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
を
担
う
者
の
実
存
と
志
を
文
化
の
存
立
の
場
所
と
す
る
、
文

化
に
対
す
る
根
源
的
態
度

を
内
在
的
に
捉
え
直
し
、
そ
れ
が
日
本
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
有
す
る
意
味
を
明
確
に
す
る

仕
事
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

(

８)

。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
武
田
の
文
化
観
の
形
成
過
程
と
し
て
、
武
田
が
自
己
の
考
え

る
文
化
と
日
本
近
代
の
文
化
に
つ
い
て
言
及
を
重
ね
た
一
九
三
七
年
か
ら
二
年
間
の
中
国
戦
線
へ
の
従
軍
期
以
降
の
論
考
を
読
み

解
い
た
上
で
、『

司
馬
遷』
に
お
い
て
成
立
し
た
、
司
馬
遷
一
身
の
実
存
に
伴
っ
た
問
題
意
識
と
感
性
に
よ
っ
て
世
界
を
描
き
、

文
化
を
存
立
さ
せ
る
と
い
う
武
田
の
文
化
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

武
田
泰
淳
は
間
違
い
な
く

｢
文
学
者｣

と
呼
び
う
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
、
武
田
が
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
文

学
研
究
を
端
緒
と
し
、
戦
後
は
小
説
を
書
き
続
け
る
道
を
選
び
取
っ
た
と
い
う
意
味
で

｢

文
学｣

と
い
う
の
で
は
な
い
。｢

文
学｣

と
い
う
形
で
表
れ
た
武
田
泰
淳
の
精
神
、
す
な
わ
ち
自
己
一
身
の
実
存
と
志
の
み
に
依
拠
し
て
、
そ
の
存
在
を
刻
印
す
る
よ
う
な

文
化
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
武
田
の
世
界
に
対
す
る
精
神
態
度
の
形
成
と
成
立
の
形
に
こ
そ
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
文
学
研
究
と
共
通
す
る
研
究
対
象
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
戦
時
下
の
武
田
の
著
作
を
文
化
論
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
自
律
的
精
神
の
有
り
様
を
探
り
、
そ
れ
が
日
本
近
代
に
お
い
て
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
、
日
本
近
代
思
想
史
の
立
場
か
ら
の
昭
和
期
知
識
人
研
究
の
一
環
で
あ
る
。

一

従
軍
体
験
と

｢

支
那
人｣

の
捉
え
直
し
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武
田
泰
淳
は
旧
制
浦
和
高
等
学
校
を
経
て
一
九
三
一
年
四
月
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
に
入
学
、
翌
三
二
年
三
月

に
は
退
学
し
た

(

９)

が
、
大
学
の
同
期
の
竹
内
好
ら
と
と
も
に
一
九
三
四
年
に
中
国
文
学
研
究
会
を
設
立
し
、
機
関
紙

『

中
国
文
学
月

報』
(

一
九
三
五
年
創
刊)

に
中
国
文
化
に
関
す
る
論
文
を
精
力
的
に
書
き
継
い
で
い
た
。
創
刊
か
ら
約
二
年
後
の
同
誌
一
九
三

七
年
三
月
号
に
は

｢

影
を
売
っ
た
男｣

と
題
す
る
魯
迅
論
を
発
表
し
て
、
時
代
の
政
治
と
徹
底
し
て
対
峙
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
文
学
者
と
し
て
生
き
た
魯
迅
に
つ
い
て
論
じ
、
ま
た
同
年
七
月
に
は

｢

袁
中
郎
論｣

と
し
て
明
代
の
詩
人
袁
中
郎
の
時
代
批
判

の
態
度
を
取
り
上
げ
て
、
袁
の
中
に
文
学
的
、
儒
教
的
な
あ
ら
ゆ
る
虚
飾
を
廃
し
て
、
自
己
の
実
存
本
位
に
宇
宙
と
の
繋
が
り
を

希
求
す
る
姿
勢
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
軍
前
の
武
田
に
は
、
中
国
文
学
の
読
み
を
通
し
て
自
己
の
文
学
的
志
向

の
表
現
を
試
み
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
精
神
史
的
状
況
の
中
で
一
九
三
七
年
一
〇
月
、
武
田
は
召
集
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
一
六
日
、
近
衛
師
団
近

衛
歩
兵
第
一
旅
団
近
衛
歩
兵
第
二
聯
隊
補
充
兵
と
し
て
入
隊
、
上
海
派
遣
軍
第
百
一
師
団
に
所
属
し
て
上
海
に
派
遣
さ
れ
、
一
九

三
九
年
一
〇
月
ま
で
の
二
年
間
、
杭
州
、
徐
州
、
廬
州
、
九
江
、
武
漢
等
に
お
い
て
従
軍
し
た
の
で
あ
る

(�)

。
一
九
三
八
年
八
月
発

行
の

『

中
国
文
学
月
報』

に
掲
載
さ
れ
た
増
田
渉
宛
の
私
信
に
は
、｢

土
壁
ば
か
り
の
村
落
、
ま
る
で
歴
史
の
な
か
っ
た
よ
う
な

住
家
に
宿
営
し
て
い
る
時
な
ど
今
ま
で
文
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
考
え
が
変
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す

(�)｣

と
述
べ
て
、

従
軍
前
の
文
化
観
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
戦
場
で
あ
る
中
国
に
身
を
置
く
体
験
に
よ
っ
て
、
文
化
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
変

化
が
出
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
田
は

『

中
国
文
学
月
報』
の
初
期
に
は
、
中
国
の
地
方
に
お
け
る
民
間
文
化
や
方
言
、
歌

謡
等
に
注
目
す
る
論
考
を
度
重
ね
て
執
筆
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
た｢

ま
る
で
歴
史
の
な
か
っ

た
よ
う
な
住
家｣

に
存
在
す
る
は
ず
の
中
国
の
民
衆
文
化
を
、
認
識
の
俎
上
に
上
げ
る
べ
き
と
考
え
る
若
き
武
田
の
信
念
を
感
じ

さ
せ
る
。
し
か
し
戦
争
に
よ
っ
て
村
落
や
住
居
が
抜
け
殻
と
化
し
、
文
化
の
片
鱗
も
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
中
国
の
一
点
に
立
っ
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て
、
武
田
は
こ
れ
ま
で
の
み
ず
か
ら
の
学
問
的
試
み
へ
の
疑
い
を
抱
い
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

武
田
が
か
つ
て
中
国
の
民
間
文
化
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
た
中
国
の
姿
は
、
戦
地
と
し
て
の
中
国
の
中
で
自
分
達
の
生
活
を
営

む
中
国
人
を
目
の
前
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
映
っ
た
。

古
典
を
読
ん
で
自
分
で
踏
ん
だ
土
地
が
出
て
き
た
り
し
て
興
味
が
あ
り
ま
す
、
支
那
人
に
対
し
て
は
何
故
か
お
そ
ろ
し
い
人

間
だ
と
い
う
考
が
お
こ
り
ま
す
、
別
に
殺
さ
れ
る
時
平
気
だ
と
い
う
小
さ
い
点
で
は
な
く
全
体
と
し
て
彼
ら
の
存
在
の
仕
方
、

あ
る
い
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
身
が
お
そ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

(�)

、

古
典
の
内
容
が
従
軍
中
に
踏
破
し
た
土
地
の
様
子
と
結
び
つ
い
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
捉
え
直
し
は
、
現
地
の
中

国
人
を｢

お
そ
ろ
し
い
人
間｣

と
見
る
武
田
の
認
識
を
踏
ま
え
る
と
、
単
に
地
理
や
風
土
の
理
解
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

武
田
が
見
た

｢

支
那
人｣

と
は
、
戦
争
と
い
う
政
治
の
中
で
の
日
常
を
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
武
田
は
敵
兵
に
よ
る

殺
戮
も
日
常
生
活
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
形
で
政
治
の
中
に
生
き
て
い
る
人
間
、｢

殺
さ
れ
る
時
平
気｣

と
見
え
る
ほ
ど
に
、
生

死
の
分
か
れ
目
が
生
活
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
剥
き
出
し
の
政
治
の
中
で
、
古
典
の
時
代
か
ら
生
命
を
継
い
で
き
た
人
間

と
し
て

｢

支
那
人｣

を
見
出
し
て
い
る
。
古
典
に
描
か
れ
た
人
間
は
、
現
代
中
国
に
生
き
る
人
間
と
重
ね
て
見
通
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
武
田
の
認
識
の
中
で
生
命
を
持
っ
て
立
ち
上
が
り
、｢
古
典｣

と

｢

支
那
人｣

と

｢

政
治｣

と
が
武
田
の
認
識
の
中
で

一
本
の
線
で
結
び
つ
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
認
識
は
一
九
三
八
年
九
月
に
廬
州
で
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ

｢

土
民
の

顔｣

で
、
さ
ら
に
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。
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武
装
し
た
我
々
に
支
那
人
た
ち
が
近
寄
る
と
し
て
も
そ
の
時
は
も
は
や
或
る
種
の
心
構
え
を
と
と
の
え
て
来
て
い
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
極
端
な
表
情
を
し
て
い
る
く
せ
に
心
が
少
し
も
動
揺
し
て
い
な
い
ら
し
い
農
夫
を
沢
山
見
ま
し
た
。

泣
い
た
り
喜
ん
だ
り
し
て
い
て
も
眼
は
ど
こ
か
異
常
な
と
こ
ろ
を
み
つ
め
て
い
ま
す
。
土
民
の
顔
は
黒
く
日
焼
け
し
素
朴
に

見
え
ま
す
が
彼
ら
の
心
は
青
黒
く
深
い
潭
の
よ
う
で
す
。
子
供
で
さ
え
何
と
い
う
鋭
い
智
慧
の
は
た
ら
き
を
蔵
し
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
我
々
兵
士
が
交
際
す
る
の
は
か
か
る
心
を
持
っ
た
貧
困
な
土
民
ば
か
り
で
す
。(

中
略)

文
化
人
・
東
方
に

お
け
る
知
性
の
華
を
花
咲
か
せ
る
こ
と
を
夢
み
る
人
は
、
一
人
の
農、
民、
の、
表、
情、
の
中
に
人、
間、
の、
表、
情、
を
よ
み
と
る
深
い
愛

が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

(�)
。(

括
弧
内
及
び
傍
点
は
引
用
者
。
以
下
同
じ)

こ
こ
で
武
田
は

｢

土
民
の
顔｣
と
い
う
一
つ
の
視
覚
的
対
象
の
中
に

｢

農
民
の
表
情｣

と

｢

人
間
の
表
情｣

と
い
う
二
つ
の
要

素
を
読
み
込
ん
で
い
る
。｢

農
民
の
表
情｣
と
は
、｢

極
端
な
表
情｣

、｢

泣
い
た
り
喜
ん
だ
り｣

す
る

｢

黒
く
日
焼
け
し
素
朴｣

な

顔
と
表
現
さ
れ
た
、
具
体
的
状
況
の
中
で
示
さ
れ
た
個
々
の
表
情
で
あ
る
。
状
況
は
政
治
に
よ
っ
て
現
出
さ
れ
る
。
戦
争
と
い
う

政
治
状
況
に
よ
っ
て
敵
兵
に
殺
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
場
所
に
追
い
込
ま
れ
た
人
間
は

｢

極
端
な
表
情｣

を
示
し
、
状
況
が
暗

転
、
好
転
す
る
の
に
つ
れ
て

｢

泣
い
た
り
喜
ん
だ
り｣
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
政
治
を
生
活
と
し
て
生
き
、
政
治
が
み
ず

か
ら
の
生
命
に
介
入
し
て
く
る
暴
力
性
を
無
言
の
う
ち
に
知
っ
て
い
る
民
衆
の
表
情
で
あ
る
と
言
え
る
。

武
田
は
そ
う
し
た

｢

農
民
の
表
情｣

の
中
に

｢

人
間
の
表
情｣
を
見
よ
と
主
張
し
て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
生
命
が
奪
い
取
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
状
況
に
際
し
て
さ
え
、｢

心
が
少
し
も
動
揺
し
て
い
な
い｣

か
に
見
え
る
農
夫
、
感
情
を
表
し
た
表
情
の
奥
で

｢

異
常
な
と
こ
ろ
を
み
つ
め
て｣

い
る
眼
、
素
朴
な
農
夫
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら

｢

青
黒
く
深
い
潭｣

を
抱
え
た
心
と
い
っ
た
、

状
況
を
超
越
す
る
精
神
を
農
民
の
中
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
武
田
は

｢

支
那
人｣

を
、
具
体
的
政
治
状
況
の
中
で
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見
せ
る
表
情
の
奥
に
、
状
況
を
超
越
す
る
精
神
を
内
包
し
た
者
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
に
介
入
さ
れ
る
生
活
を

受
け
と
め
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
状
況
を
も
自
己
の
内
に
呑
み
込
み
つ
つ
、
自
分
た
ち
の
生
活
の
流
れ

を
失
う
こ
と
な
く
政
治
の
波
の
中
を
古
典
の
時
代
か
ら
生
き
継
い
で
き
た
人
々
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
田
は
同
時
代
に
生
き
る

｢

支
那
人｣

を
、｢

政
治｣

と

｢

古
典｣

と
の
連
関
の
中
で
認
識
し
て
い
る
。
そ
し

て
具
体
的
状
況
の
中
の
農
民
の
表
情
か
ら
、
状
況
に
と
ど
ま
ら
な
い
精
神
を
読
み
取
る
た
め
に
、｢

深
い
愛｣

の
必
要
を
訴
え
て

い
る
。
こ
れ
に
続
く
文
章
の
中
で
も
、｢

流
れ�
れ
る
東
方
の
文
化
の
泉
に
浴、
す、
る、
謙
譲
な
姿｣

、｢

そ

(

東
方
の
文
化)

の
影
を

追
い
も
と
め
る
熱、
情、｣

(�)
と
し
て
、｢

支
那
人｣

や
そ
の
文
化
に
対
し
て

｢

愛｣

や

｢

熱
情｣

を
持
っ
て
向
き
合
う
姿
勢
、
文
化
に

｢

浴
す
る｣

と
い
う
体
当
た
り
の
覚
悟
が
示
さ
れ
て
い
る
。
武
田
は
中
国
戦
線
に
身
を
置
く
中
で
、
全
身
、
全
精
神
に
よ
っ
て
ぶ

つ
か
り
、
感
取
す
る
こ
と
で
初
め
て
理
解
の
緒
が
開
け
る
も
の
と
し
て
文
化
を
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
。

武
田
が

｢

政
治｣

と

｢

古
典｣

と
の
連
関
の
中
で

｢

支
那
人｣

を
捉
え
直
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
こ
れ

ま
で
み
ず
か
ら
が
中
国
文
学
と
い
う
形
で
携
わ
っ
て
き
た
中
国
と
は
何
か
、
文
化
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
直
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
問
題
の
背
景
に
、
武
田
自
身
の
自
己
認
識
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で

き
な
い
。｢

土
民
の
顔｣

執
筆
の
二
日
後
の
日
付
が
記
さ
れ
た
武
田
の
文
章
の
中
に
、
自
我
を
め
ぐ
る
一
節
が
あ
る
。

火
野
氏
な
ど
の
戦
線
文
学
は
兵
の
血
を
沸
か
し
ま
す
。
し
か
し
文
学
な
ん
て
あ
ん
な
も
の
で
な
い
と
思
う
。
い
く
ら
兵
士
で

も
自
己
の
根
性
は
も
っ
て
い
て
、
自、
我、
が、
こ、
の、
鉛、
の、
流、
れ、
の、
よ、
う、
な、
一、
年、
間、
の、
う、
ち、
に、
も、
底、
に、
沈、
ん、
だ、
水、
の、
藻、
の、
よ、
う、
に、

生、
き、
て、
い、
る、
も
の
で
す
。
私
は
報
告
的
な
反
知
性
的
な
戦
線
文
学
を
き
ら
い
ま
す

(�)
。
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｢

麦
と
兵
隊｣

な
ど
の
火
野
葦
平
の
戦
線
文
学
の
作
品
に
つ
い
て
、
戦
線
の
現
実
の
記
録
と
知
性
的
評
論
の
乖
離
を
批
判
し
て

い
る
。
知
性
的
な
認
識
や
価
値
判
断
を
含
ま
な
い
単
な
る
現
実
描
写
を
、｢

文
学｣

と
し
て
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る

(�)

。
そ
し
て

重
苦
し
く
持
続
し
、
文
学
的
に
は
不
毛
に
感
じ
ら
れ
る
戦
地
生
活
の
中
に
、｢

底
に
沈
ん
だ
水
の
藻｣

と
い
う
譬
え
に
よ
っ
て
、

自
我
が
か
す
か
に
生
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
か
す
か
な
自
我
の
存
在
は
、
さ
ら
に
、
戦
地
生
活
の
中
で
の

読
書
体
験
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
消
え
い
る
ば
か
り
広
大
な
麦
畠
の
中
の
小
さ
な
村
、
歴
史
か
ら
取
の
け
ら
れ
た
よ
う
な
こ
の
家
々
、
歯
ご
た
え
の
な
い

空
間
の
中
で
私
は
何
を
一
体
読
も
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
更
何
を
マ
ゴ
マ
ゴ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
読
書
と
は
依
頼
心
だ
と
思
っ
た
。
我
々
は
読
書
に
た
よ
っ
て
真
実
の
門
へ
入
り
た
が
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
神
に
す

が
る
の
と
少
し
も
異
っ
た
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い

(�)
。

広
大
な
麦
畠
、
歴
史
と
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
に
存
在
す
る
人
家
と
い
う
空
間
描
写
は
、
武
田
の
戦
地
か
ら
の
文
章
に
お
い
て

繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
認
識
の
手
が
か
り
が
一
切
得
ら
れ
な
い
意
味
で
、
正
に

｢

歯
ご
た
え
の
な
い
空
間｣

で

あ
る
。
戦
地
に
あ
っ
て

｢

皮
膚
の
上
に
油
の
溜
る
よ
う
に
全
身
を
つ
つ
ん
だ
無
感
覚
か
ら
逃
れ
た
か
っ
た

(�)｣
と
言
う
武
田
に
と
っ

て
、
戦
線
の
読
書
と
は
、｢

真
実
の
門｣

へ
入
る
以
前
に
自
分
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
従
軍
生
活
の
中
で
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
生
命
の
剥
奪
の
問
題
や
そ
れ
以
前
の
自
己
の
文
化
観
の
解
体
、

そ
の
中
で
自
分
を
襲
う
無
感
覚
や
精
神
的
混
沌
と
い
っ
た
状
況
に
呑
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
呑
ま
れ
ま
い
と
す
る
武
田

の
必
死
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
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つ
ま
り
従
軍
体
験
を
通
し
て
、
武
田
に
は
自
己
再
形
成
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
本
節
で
指
摘
し
て
き
た

｢

政

治｣

と

｢

古
典｣

と
の
連
関
に
お
け
る

｢

支
那
人｣

の
認
識
は
、
そ
う
し
た
武
田
自
身
の
自
己
の
再
形
成
と
、
文
化
観
や
中
国
観

の
捉
え
直
し
の
必
要
を
め
ぐ
る
切
迫
感
か
ら
導
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
田
は
従
軍
期
以
降
、｢

支
那
人
が
書
け
る
と
い

う
こ
と
は
結
局
す
べ
て
を
決
定
す
る
も
の

(�)｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
、
武
田
自
身
の

｢

支
那
人｣

を
め

ぐ
る
認
識
は
、
戦
地
に
お
け
る
自
分
と
は
何
か
と
い
う
問
い
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
深
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
認
識
は
中
国
の
古
典
の
読
み
の
深
化
に
も
関
わ
る
。
た
と
え
ば
、
論
語
は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
。

｢

論
語｣

こ
そ
真
の
古
典
だ
と
思
っ
た
。
言
葉
が
ま
る
で
行
動
の
よ
う
に
見
え
た
断、
言、
が
到
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
人
間
の

評
価
が
明、
確、
き
わ
ま
り
な
か
っ
た
。
こ
と
に
孔
子
が
戦
乱
時
代
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
私
を
論
語
に
心
ひ
か
し
め
た
。(

中

略)

仁
や
道
と
い
う
理、
想、
を
周
囲
の
人
に
伝
え
、
最
後
の
瞬
間
に
は
海
に
浮
ぶ
の
み
と
、
決、
意、
し
て
い
た
人
の
言
葉
。
言

葉
が
こ
れ
ほ
ど
価
値
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か

(�)
。

｢

論
語｣

に
お
け
る
言
葉
の
性
質
が
考
え
ら
れ
た
感
想
で
あ
る
。｢

断
言｣

、｢

明
確｣

、｢

理
想｣

、｢

決
意｣

と
は
、
い
ず
れ
も
言

葉
を
発
す
る
者
の
状
況
に
対
す
る
判
断
と
覚
悟
に
裏
付
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
。
武
田
は
孔
子
が
戦
乱
時
代
を
生
き
た
と
い
う
事

実
に
心
を
寄
せ
つ
つ
、
戦
乱
の
時
代
に
働
き
か
け
て
新
た
な
状
況
を
切
り
開
く
創
造
性
を
持
ち
、｢

知
的
漂
泊
者｣

と
し
て
の
自

己
の
存
在
を
主
張
す
る
孔
子
の
言
葉
の
価
値
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

｢

論
語｣

の
読
み
方
に
は
、
戦
地
の
状
況

に
呑
み
込
ま
れ
そ
う
な
、
輪
郭
の
不
確
か
な
自
分
の
現
状
か
ら
、
ど
う
に
か
し
て
這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
武
田
の
意
志
が
感
じ
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、｢

黄
金
に
刻
み
つ
け
た
よ
り
明
確
な
会
話
、
会
話
す
る
人
物
の
顔
面
神
経
ま
で
わ
か
る

(�)｣
と
い
う
形
の
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論
語
評
価
を
生
み
出
し
て
い
る
。
戦
地
に
お
い
て
メ
モ
さ
れ
た
こ
の
一
文
に
は
、
古
典
の
中
に
生
き
た
人
間
の
行
動
や
精
神
の
動

き
が
、
正
に
眼
前
に
広
が
る
よ
う
に
読
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、『

司
馬
遷』

に
繋
が
る
読
み
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

二

｢

目
黒
村
の
不
安｣

竹
内
好
と
日
本
近
代
文
化
批
判

一
九
三
九
年
一
〇
月
に
復
員
し
た
武
田
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
四
一
年
に
か
け
て
主
に

『

中
国
文
学
月
報』

(

一
九
四
〇
年
四

月
以
降
は

『

中
国
文
学』)
に
発
表
し
た
評
論
の
中
で
、
日
本
文
化
に
対
す
る
問
い
直
し
の
視
点
を
尖
鋭
に
し
て
い
る
。
こ
の
時

期
に
武
田
の
近
く
に
い
て
、
問
題
意
識
を
共
有
し
た
の
が
竹
内
好
で
あ
っ
た
。
竹
内
は
武
田
の
出
征
と
丁
度
同
じ
期
間
、
外
務
省

の
補
助
金
を
得
て
北
京
に
留
学
し
て
い
た
。
竹
内
の
北
京
生
活
は
、
中
国
文
学
研
究
会
を
主
宰
し
て
き
た
自
己
と
そ
の
文
学
を
自

身
の
手
で
解
体
し
、
社
会
的
な
無
力
感
を
痛
切
に
意
識
し
た
体
験
で
あ
っ
た

(�)
。
そ
れ
ゆ
え
に
武
田
と
同
時
期
に
東
京
に
帰
っ
た
竹

内
は
、
自
己
の
存
在
意
義
を
賭
し
て
、
文
学
を
再
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
武
田
を

｢

琴
線
に
ふ
れ

て
響
く｣

友
と
考
え
て
い
た
竹
内
は
、
北
京
時
代
の
精
神
的
軌
跡
を
記
し
た
日
記
の
一
部
を『

中
国
文
学
月
報』

に
掲
載
し
た
際
、

｢

之

(

公
開
し
た
日
記)

に
対
し
武
田
あ
た
り
の
批
評
を
き
き
た
し

(�)｣
と
日
記
に
書
き
付
け
、
自
己
を
対
象
化
す
る
に
あ
た
っ
て

一
つ
の
指
標
と
な
る
存
在
と
し
て
武
田
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
武
田
と
竹
内
の
関
係
は
、
個
人
的
友
情
と
し
て
貴
重
な
も

の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
時
代
批
判
の
焦
点
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
今
日
に
お
い
て
も
日
本
近
代
文
化
の
性
質
を
考
え
る
際
に

再
考
す
る
意
味
を
失
っ
て
い
な
い
。
竹
内
の
側
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
。

武
田
、
こ
の
ご
ろ
不
思
議
な
気
持
を
訴
え
る
。
何
が
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
と
云
う
。
文、
化、
の、
基、
礎、
が
ゆ
ら
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ぐ
気
持
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
う
云
わ
れ
て
、
武
田
が
近
ご
ろ
書
い
て
い
る
も
の
が
単
に
支
那
に
対
す
る
愛
情
の
疑
い
だ
け
で

な
い
の
が
わ
か
っ
た
。
不
安
と
云
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
俺
は
そ
れ
を
目、
黒、
村、
の、
不、
安、
と
名
付
け
た
。
何
を
し
て
い
い
か
わ

か
ら
な
く
な
っ
た
気
持
。
そ
う
云
え
ば
、
俺
の
北
京
生
活
は
そ
う
い
う
も
の
の
連
続
で
あ
っ
た

(�)

。

思
考
や
行
動
が
規
準
を
失
い
、
自
己
の
文
学
に
対
す
る
根
本
的
な
再
考
を
課
す
が
ゆ
え
に
展
望
が
開
け
な
い
不
安
が
訴
え
ら
れ

て
い
る
。
武
田
は
従
軍
し
て
、
戦
地
で
流
れ
て
い
く
時
間
と
状
況
に
呑
み
込
ま
れ
ま
い
と
し
、｢

埃
の
ま
い
上
る
よ
う
な
精
神
の

雲
煙

(�)｣
の
中
で
自
分
の
精
神
を
つ
か
む
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
他
方
竹
内
は
北
京
に
お
い
て
自
分
の
文
学
を
解
体
し

た
結
果
、
社
会
に
対
し
て
無
力
、
無
所
有
な
場
所
に
立
っ
て
、｢

生
命
を
全
部
吐
き
出
し
た
仕
事
を
し
た
い

(�)｣

と
の
思
い
を
切
実

に
し
て
い
た
。
竹
内
は
こ
う
し
た
二
人
の
心
情
を
、
当
時
二
人
が
住
ん
で
い
た
目
黒
の
地
名
を
取
っ
て

｢

目
黒
村
の
不
安｣

と
表

現
し
、
そ
れ
が
単
に
彼
ら
の
実
存
的
不
安
や
精
神
的
混
沌
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、｢

文
化
の
基
礎｣

と
い
う
形
で
、
日
本
近

代
の
文
化
あ
り
方
に
繋
が
る
問
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
彼
ら
の
自
負
に
根
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
現
在
的
な
文
化
の
存
立
の
仕
方
と
い
う
社
会
的
意
味
を
持
っ
て
展
開
す
る
可
能
性
を
含
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
竹
内
は

｢

目
黒
村
の
不
安｣
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

実
際
は
支、
那、
史、
に、
於、
る、
近、
代、
の、
意、
味、
を
劃
定
し
な
け
れ
ば
僕
ら
支
那
に
関
し
何
も
云
え
ぬ
筈
な
の
だ
。
そ
う
い
う
視
点
か

ら
支
那
を
見
て
い
る
人
は
従
来
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
極
め
て
少
い
か
ら
ア
カ
デ
ミ
イ
に
似
而
非
学
が
横
行
し
ジ
ャ
ナ
リ
ズ

ム
に
脚
下
を
忘
れ
た
放
論
が
行
わ
れ
る
の
だ
と
僕
ら
は
見
た
い
。
実
は
こ
う
云
う
僕
に
そ
う
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
信

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
文
化
は
こ
ん
な
中
途
半
端
な
断
崖
に
安
心
し
て
立
っ
て
い
ら
れ
る
事
態
で
は
な
い
の
で
、
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文、
化、
の、
根、
底、
を、
覆、
え、
す、
あ、
る、
種、
の、
さ、
し、
迫、
っ、
た、
幻、
影、
を
僕
ら
も
っ
と
よ
く
見
極
め
そ
の
混
沌
と
し
た
す
さ
ま
じ
さ
に
僕
ら

努
力
し
て
形
象
を
与
え
る
こ
と
が
本
来
の
任
務
だ
と
い
う
気
は
す
る
の
で
あ
る
。
武
田
が

『

月
報』

へ
こ
の
二
号
つ
づ
け
て

書
い
て
い
る
問
題
も
僕
は
は
じ
め
は
単
な
る
愛
情
の
問
題
か
と
思
っ
た
が
そ
う
で
な
く
て
こ
の
怪
物
の
影
を
分
析
し
て
い
る

の
だ
と
分
っ
て
き
た
。
万
巻
の
書
灰
と
な
っ
て
崩
れ
る
白
昼
夢
を
描
い
た
武
田
は
僕
ら
よ
り
鋭
く
こ
の
問
題
を
直
覚
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い

(�)
。

｢

文
化
の
基
礎｣

に
対
す
る
問
題
意
識
が
、
こ
こ
で
は

｢

文
化
の
根
底
を
覆
す
あ
る
種
の
さ
し
迫
っ
た
幻
影｣

の
形
象
化
と
い

う
形
で
、
日
本
近
代
文
化
の
根
底
的
変
革
の
問
題
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
竹
内
は
中
国
の
古
典
に
関
す
る
考
証
的
な
研
究
に
終

始
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
、
日
中
戦
争
に
便
乗
し
た
視
点
で
中
国
関
係
の
出
版
物
を
繰
り
出
す
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
双
方
を
批
判

し
て
い
る
。
前
者
の
古
典
へ
の
埋
没
も
、
後
者
の
状
況
へ
の
追
従
も
、
現
に
在
る
中
国
を
主
体
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
日
本
に
関
し
て
も
中
国
に
関
し
て
も
、
正
当
に
向
き
合
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
本
質
的
に
は
時
代
へ
の
問
題
意

識
が
避
け
て
通
れ
な
い
の
だ
が
、
同
時
代
の
中
国
の
近
代
化
の
問
題
さ
え
問
わ
な
い
よ
う
な
現
状
認
識
の
欠
落
に
つ
い
て
、
竹
内

は

｢

中
途
半
端
な
断
崖｣

と
い
う
言
葉
で
批
判
し
て
い
る
。
竹
内
は
当
時
の
日
本
の
文
化
状
況
を
、｢

断
崖｣

と
表
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
不
安
定
な
、
さ
ら
に
言
え
ば
崩
壊
を
予
感
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
不
安
が
武

田
と
共
有
さ
れ
た

｢

目
黒
村
の
不
安｣

で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
同
時
代
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に�
れ
る

文
字
よ
り
も
、
そ
れ
に
対
す
る
み
ず
か
ら
の
不
安
の
方
が
文
化
の
萌
芽
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
場
で
あ
っ
た
。｢

全
く
異
っ

た
文
化
の
形
相
へ
飛
込
む

(�)｣
ベ
く
、
日
本
近
代
の
文
化
の
あ
り
方
を
根
底
的
に
考
え
直
す
た
め
の
試
み
が
、
竹
内
と
武
田
の
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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武
田
の
場
合
そ
の
問
題
意
識
は
、
一
九
四
〇
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た｢

支
那
文
化
に
関
す
る
手
紙｣

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

従
軍
中
に
見
た
風
景
や
心
情
を
綴
り
な
が
ら
、
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、｢

文
化
と
は
何
か｣

と
い
う
問
題
に
尽
き
る
。

私
の
は
じ
め
て
見
た
支
那
の
家
屋
は
砲
弾
の
痕
す
さ
ま
じ
き
壁
で
あ
り
、
私
の
は
じ
め
て
見
た
支
那
人
は
腐
敗
し
物
言
わ
ぬ

屍
で
あ
り
ま
し
た
。
学
校
に
は
倒
れ
た
机
の
上
に
泥
に
ま
み
れ
た
教
科
書
が
あ
り
、
図
書
館
に
は
号
の
揃
っ
た

｢

新
青
年｣

や

｢

歴
史
語
言
研
究
所
集
刊｣

な
ど
が
雨
水
に
打
た
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
淋
し
く
も
は
か
な
き
文
化
の
破
滅
の
よ
う
に

見
え
ま
し
た
。
私
は
愉
快
な
戦
地
生
活
の
中
で
茫
然
と
し
て
た
だ
支
那
の
風
景
を
眺
め
る
の
み
で
し
た
。(

中
略)

我
々
が

研
究
し
愛
着
を
持
っ
た
支
那
の
文
化
と
い
う
も
の
は
か
く
も
無
力
に
破
壊
さ
れ
消
滅
し
て
行
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
足

下
に
積
み
重
な
っ
て
い
る�
瓦
の
山
を
眺
め
て
考
え
ま
し
た
。
文
化
と
は
こ
の�
瓦
の
よ
う
に
雑
然
た
る
堆
積
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
何
の
意
義
も
な
く
積
み
重
ね
ら
れ
ま
た
壊
れ
落
ち
て
行
く
も
の
で
あ
ろ
う
か

(�)

。

政
治
と
戦
争
の
作
為
の
中
で
破
滅
し
、
消
滅
す
る
文
化
の
儚
さ
と
そ
れ
に
携
わ
る
こ
と
の
虚
し
さ
が
、
刻
々
と
変
化
す
る

｢

戦

地
生
活｣

や
、
時
代
を
超
え
て
変
わ
ら
ぬ

｢

支
那
の
風
景｣

と
対
照
さ
れ
て
、
際
立
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
自
分
が
研
究
し
、

担
お
う
と
す
る
文
化
と
は
、
政
治
の
力
の
前
で
は
所
詮
無
機
的
な
堆
積
物
に
過
ぎ
な
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
無
力
感
が
訴
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
文
章
で
は
そ
れ
が

｢

消
滅
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
か｣

、｢

堆
積
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う

か｣

、｢

壊
れ
落
ち
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
か｣

と
、
常
に
疑
問
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
無
力
感
を
単
な
る
諦
念
に
終

わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
文
化
の
存
立
す
る
余
地
と
、
文
化
に
よ
っ
て
こ
そ
切
り
開
け
る
視
座
を
求
め
て
も
が
く
武
田
の
心
境
が

表
れ
て
い
る
。
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武
田
は
文
化
の
堆
積
と
形
骸
を
目
に
し
、
ま
た
戦
地
で
立
派
な
木
版
本
や
書
物
を
薪
に
し
て
し
ま
っ
た
自
分
も

｢

文
化
を
焼
き

灰
や
破
片
と
化
せ
し
め
水
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

(�)｣

と
問
う
た
後
で
、
廬
州
の
公
園
で
枯
葉
を
集
め
て
い
た
少
年
を

手
伝
っ
て
や
っ
て
、
少
年
の
喜
ん
だ
顔
に
満
足
感
を
得
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
、
そ
の
少
年
と
の
交
流
の
感
慨
を
受
け
て
次
の
よ

う
な
考
え
を
記
し
て
い
る
。

二
十
四
史
が
何
だ
ろ
う
。
北
京
図
書
館
が
何
だ
ろ
う
。
万
巻
煙
と
な
っ
て
消
ゆ
る
と
も
自
分
の
馬
鹿
面
だ
け
は
残
っ
て
い
て

く
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
焼
け
失
せ
る
と
も
な
お
自
己
の

｢

文
化｣

を
だ
き
し
め
て
い
る
身、
一、
つ、
が
残
っ
た
ら
そ
れ
で
よ

い
で
は
な
い
か
。
だ
き
し
め
る
も
の
一
つ
な
く
文
化
と
い
う
こ
と
の
軽
々
し
さ
よ
。(

中
略)

私
は
土
壁
の
冷
気
の
中
で
悪

夢
に
う
な
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
が
私
は
単
に
少
年
に
枯
葉
を
拾
っ
て
や
る
と
い
う
つ
ま
ら
ぬ
行
為
で
満
足

し
た
酔
っ
た
私
を
憎
む
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た

(�)
。

枯
葉
集
め
を
手
伝
っ
て
一
人
の
少
年
を
喜
ば
せ
て
や
っ
た
と
い
う
の
は
、
時
代
に
お
け
る
文
化
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え

る
に
際
し
て
余
り
に
さ
さ
や
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
見
え
る
。
し
か
し
武
田
は
大
き
な
籠
に
枯
葉
を
集
め
て
入
れ
る
少
年
、
そ
れ
を

手
伝
っ
て
家
ま
で
運
ん
で
や
っ
た
自
分
、
喜
び
、
お
そ
ら
く
は
礼
を
言
っ
た
で
あ
ろ
う
少
年
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
心
満
た
さ
れ

る
手
応
え
を
感
じ
た
自
分
の
様
子
を
、
具
体
的
に
目
に
映
る
光
景
と
し
て
描
い
た
上
で
、
そ
う
し
た
具
体
的
な
個
人
の
感
情
と
そ

れ
を
感
じ
る

｢

身
一
つ｣

に
目
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。｢

だ
き
し
め
る
も
の
一
つ
な
く
文
化
と
い
う
こ
と
の
軽
々
し
さ
よ｣

と
い
う
一
文
に
は
、
文
化
と
は
そ
れ
を
抱
き
し
め
た
い
と
感
じ
る
主
体
の
意
志
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
そ
う
し

た
意
志
と
乖
離
し
た
も
の
は
文
化
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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武
田
は
文
化
と
そ
れ
を
考
え
る
方
法
論
に
つ
い
て
、｢

文
化
と
は
意、
志、
の
夢
で
あ
る

(�)｣

、｢

方
法
論
と
は
、
秦
の
始
皇
様
の
焚
書

よ
り
も
も
っ
と
広
範
囲
な
文
化
の
破
滅
が
い
つ
の
日
に
か
行
わ
れ
た
跡
の
そ
の
焼
跡
に
立
っ
た
時
の
個、
人、
の、
感、
情、
に
す
ぎ
な
い

(�)｣
と
も
述
べ
て
い
る
。
武
田
に
と
っ
て
は
、
破
壊
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
文
化
の
形
式
や
書
物
な
ど
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
文

化
と
は
形
式
以
前
の
人
間
の
意
志
で
あ
り
、
ま
た
形
式
や
物
と
し
て
の
実
体
が
失
わ
れ
た
と
き
に
一
個
人
の
身
中
に
生
じ
る
、
無

化
し
た
物
に
対
す
る
思
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
戦
地
に
お
け
る
文
化
の
消
滅
や
堆
積
を
目
の
前
に
し
た
時
の
無
力
感
と
い

う
こ
と
を
考
え
た
が
、
物
と
し
て
の
形
が
消
滅
し
て
も
、
消
滅
し
た
物
に
対
す
る
感
慨
や
戦
慄
が
抱
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
気

持
ち
の
限
り
の
も
の
は
確
か
に

｢

文
化｣

と
し
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
形
骸
や
堆
積
と
化
し
た
文
化
も
、
そ
れ
が

生
み
出
さ
れ
た
原
初
の
時
点
で
は
確
か
に
作
者
の
意
志
に
裏
付
け
ら
れ
た

｢

文
化｣

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
た
後
で
も

形
骸
に
戦
慄
す
る
心
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
生
き
た

｢

文
化｣

と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

｢

支
那
文
化
に
関
す
る
手
紙｣

は
、｢
一
冊
の
書
で
も
身
に
し
み
て
読
む
こ
と
、
そ
れ
が
何
と
困
難
な
こ
と
か
今
に
し
て
知
る
こ

と
で
あ
り
ま
し
た

(�)｣
と
い
う
感
想
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
文
も
、
書
物
が

｢

身
に
し
み
て｣

読
ま
れ
た
限
り
に
お
い
て
、

そ
の
文
章
や
思
想
が
生
き
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
論
文
で
武
田
が
様
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
な
が
ら
表
現
し
た
か
っ
た
文
化

と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
武
田
は
、
文
化
と
は
ど
こ
ま
で
も

｢

身
一
つ｣

す
な
わ
ち

自
己
の
実
存
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
志
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
一
身
と
読
み
手
の
一
身
と
の
ぶ

つ
か
り
合
い
が
武
田
の
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
文
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
厳
し
い
文
化
観
で
あ
り
、
日
本
近
代
の
文
化
の
あ

り
方
と
比
較
し
た
場
合
、
竹
内
の
言
う
よ
う
に｢

全
く
異
な
っ
た
文
化
の
形
相｣

と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
漢
学
や
支
那
学
と
い
っ

た
日
本
近
代
の
中
国
文
化
論
は
、
対
象
で
あ
る
中
国
に
対
す
る
研
究
主
体
の
問
題
意
識
の
深
さ
を
問
う
こ
と
な
く
持
続
し
て
き
た
。

そ
れ
に
比
し
て
こ
う
し
た
武
田
の
厳
し
い
文
化
観
は
、
ま
さ
に

｢

怪
物｣

と
形
容
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
武
田
に
と
っ
て
、
文
化
を
成
り
立
た
せ
る
自
己
の

｢

身｣

と
は
決
し
て
自
信
に
満
ち
た
一
身
で
は
な
か
っ
た
し
、
こ
う

し
た
形
で
真
の
文
化
の
あ
り
方
を
主
張
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
日
中
戦
争
の
進
行
す
る
時
代
に

あ
っ
て
、
深
い
無
力
感
を
抱
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
四
一
年
六
月
に

｢

山
西
開
発
展｣

と
称
し
た
中
国
山
西

省
に
お
け
る
産
業
や
産
物
、
さ
ら
に
現
地
に
お
け
る
生
活
と
戦
闘
の
様
子
を
紹
介
し
た
展
覧
会
を
見
た
感
想
と
し
て
、
武
田
は
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

展
覧
会
の
持
っ
て
い
る
力
、
近
代
的
な
影
響
力
、
豊
富
な
内
容
。
そ
れ
が
私
の
心
を
か
き
み
だ
し
て
い
た
。(

中
略)

も
う

何
か
し
ら
、
今
ま
で
の
研
究
や
学
問
を
嘲
笑
す
る
よ
う
な
現
実
が
充
満
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
私
の
鈍

い
心
を
お
び
や
か
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。(

中
略)

会
場
の
隅
に
、
無
造
作
に
た
て
か
け
ら
れ
た
頑
丈
な
耕
作
用
の
犂
、
そ

の
犂
一
本
に
ま
さ
る
影
響
力
を
持
っ
た
文
章
を
書
く
た
め
に
は
、
支
那
学
者
は
十
年
の
心
血
を
注
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
こ
と
は
、
わ
び
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
の
世
の
す
さ
ま
じ
さ
を
感
じ
さ
せ
る

(�)

。

時
代
は
近
代
的
な
産
業
と
、
現
に
進
行
し
て
い
る
日
中
戦
争
を
軸
と
し
て
中
国
を
見
て
お
り
、
合
理
的
利
用
の
対
象
と
し
て
の

中
国
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
武
田
は
、
時
代
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
無
力
感
を
抱
え
つ
つ
、
時
代
の
中
国
像
と
、
時
代
か

ら
の
嘲
笑
を
肌
身
で
感
じ
よ
う
と
し
な
い
既
成
学
問
の
双
方
に
抗
っ
て
、
中
国
文
化
に
対
す
る
自
己
一
身
の
思
い
を
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
田
は
こ
の
時
期
、
中
国
に
つ
い
て
、｢
魯
迅
と
い
う
人
間
の
住
ん
で
い
た

｢

支
那｣

と
い
う
も
の
が
、

次
第
に
巨
大
な
影
の
よ
う
に
た
ち
は
だ
か
っ
て
来
て
、
瓦
斯
の
よ
う
に
口
鼻
を
お
お
い
、
や
が
て
重
量
を
ま
し
て
全
身
を
圧
し
つ

け
て
来
る
の
を
お
ぼ
え
た

(�)｣
と
記
し
、
身
体
的
な
負
荷
の
感
覚
を
伴
っ
て
、
中
国
の
近
代
と
向
き
合
う
こ
と
の
重
さ
を
感
じ
て
い
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た
。
武
田
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
魯
迅
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
化
に
伴
っ
て
深
い
苦
悩
を
抱
え

た
中
国
の
像
で
あ
っ
た
。
武
田
は
、
同
時
代
の
日
本
の
中
国
認
識
と
文
化
の
状
況
に
対
し
て
も
、
自
分
が
感
じ
る
中
国
の
存
在
の

重
さ
に
対
し
て
も
激
し
い
無
力
感
を
感
じ
な
が
ら
、｢

犂
一
本
に
ま
さ
る
影
響
力
を
持
っ
た
文
章
を
書
く｣

こ
と
を
願
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
現
す
れ
ば
、｢

人
の
世
の
す
さ
ま
じ
さ｣

と
表
現
さ
れ
た
人
間
の
生
命
と
生
活
と
志
の
あ
り
よ
う
を
自

分
の
認
識
と
し
て
具
体
的
に
形
象
化
し
て
い
く
行
為
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
形
象
化
は

『

司
馬
遷』

に
お
い
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
武
田
が

『

司
馬
遷』

刊
行
の
前
月
に

発
表
し
た
小
説｢

閃
鑠｣
に
お
い
て
、
明
末
の
文
学
者
銭
謙
益
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

明
朝
遺
臣
側
か
ら
も
後
に
降
っ
た
清
朝
側
か
ら
も
悪
臣
と
し
て
の
批
判
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
銭
謙
益
は
、
特
に
清
朝
に
お
い

て
は
そ
の
著
作
物
を
一
切
遺
留
な
く
破
棄
す
べ
き
と
し
て
、
存
在
の
抹
殺
を
図
ら
れ
た
文
学
者
で
あ
る
。

私
な
ど
は
た
だ
、
そ

(

銭
謙
益)

の
異
様
な
執
念
を
お
そ
れ
る
。
ね
ば
り
強
い
自
己
弁
明
が
全
巻
に
満
ち
て
い
る
、
そ
の
人、

間、
臭、
の
烈
し
さ
に
ひ
た
す
ら
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
人
間
臭
が
政、
治、
な、
り、
や、
文、
学、
な、
り、
や、
、
俄、
か、
に、
断、
じ、

難、
い、
。

(�)武
田
は
こ
の
作
品
で
、
存
在
の
形
跡
が
残
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
人
間
が
残
し
た
人
間
臭
や
執
念
を
、
驚
き
を
も
っ
て
捉

え
て
い
る
。
作
品
の
結
び
で
は
、｢

今
ま
で
の
支
那
史
、
支
那
文
学
史
の
、
あ
の
も
っ
と
も
ら
し
い
大
き
な
形
骸
よ
り
は
、
お
ぼ

ろ
げ
で
も
閃
鑠
す
る
小
さ
い
姿
の
方
を
私
は
と
り
た
い
の
で
あ
る

(�)｣
と
述
べ
て
、
一
瞬
の
閃
き
に
よ
っ
て
見
え
た
お
ぼ
ろ
げ
な
事

実
の
姿
を
自
分
の
一
身
の
感
覚
で
捉
え
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
を
宣
言
し
て
い
る
。
武
田
に
と
っ
て
の
文
化
と
は
、
作
者
と
読
者
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の
存
在
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
り
、
そ
の
結
果
か
つ
て
生
き
た
人
間
の
志
、
無
化
し
た
物
の
志
が
、
後
の
世
に
文
化
と
し
て
再
生

さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

三

『

司
馬
遷』

(

一)

司
馬
遷
の
実
存
と
志

前
節
ま
で
に
見
た
武
田
の
文
化
に
対
す
る
考
え
方
は
、
一
九
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
た

『

司
馬
遷』

で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
身

一
つ
で
文
化
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、｢

人
の
世
の
す
さ
ま
じ
さ｣

す
な
わ
ち
世
界
の
有
り
様
と
そ
こ
に
お

け
る

｢

人
間
臭｣

を
認
識
す
る
た
め
の
方
法
論
で
あ
る
。
武
田
は

『

司
馬
遷』

で
、
そ
の
方
法
論
を
縦
横
に
展
開
し
た
と
き
に
切

り
開
か
れ
る
世
界
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
武
田
の
眼
に
は
、
司
馬
遷
そ
の
人
が
、
自
己
の
実
存
と
志
の
み
に
よ
っ
て
世
界
と
向
き

合
い
、
文
化
を
考
え
た
人
間
と
映
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
武
田
に
と
っ
て
、
司
馬
遷
の
記
し
た
世
界
を
読
み
取
る
こ
と
は
、

そ
れ
を
通
し
て
、
み
ず
か
ら
の
文
化
観
の
持
つ
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

私
は
、
記
録
は
実
に
お
そ
ろ
し
い
と
思
う
。
記
録
が
大
が
か
り
に
な
れ
ば
世
界
の
記
録
に
な
る
し
、
世
界
の
記
録
を
な
す
も

の
は
自
然
、
世
界
を
見
な
お
し
考
え
な
お
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。(

中
略)

そ
ん
な
大
そ
れ
た
事
を
企
む
人
間
は
、

や
た
ら
探
し
て
も
見
つ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
企
み
を
や
る
気
持
が
、
人
間
世
界
で
は
非
常
に
稀
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

故

｢

気
持｣

と
い
っ
て
も
ち
ょ
っ
と
し
た
気
分
や
感
傷
で
は
な
い
。
現
代
風
に
言
え
ば

｢

思
想｣

と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
要

す
る
に
そ
の
非
常
に
稀
な
、
絶
体
絶
命
の
気
持
を
司
馬
遷
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い

(�)
。
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武
田
は
、『

史
記』

を
書
い
た
司
馬
遷
の
根
幹
に
、
世
界
を
見
直
す
こ
と
を
企
む

｢

気
持｣

を
見
て
い
る
。
匈
奴
に
降
っ
た
李

陵
を
弁
護
し
て
宮
刑
に
処
せ
ら
れ
、
政
治
生
命
を
絶
た
れ
た
司
馬
遷
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
に
は
存
立
す
る
場
所
を
持
た
な
か
っ

た
。
世
界
を
見
直
そ
う
と
す
る

｢

気
持｣

す
な
わ
ち
志
だ
け
が
、
司
馬
遷
の
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『

史
記』
と
い
う
書
物
は
、
政
治
的
立
場
や
、
儒
家
、
墨
家
等
の
思
想
的
立
場
か
ら
離
れ
て
、
司
馬
遷
が
自
己
の
実
存
を
生
か
す

志
の
み
に
依
拠
し
た
結
果
と
し
て
成
立
し
た
世
界
認
識
の
記
録
で
あ
っ
た
と
、
武
田
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て

『
史
記』

は
司
馬
遷
が
漢
代
の
秩
序
の
内
部
に
あ
っ
て
世
界
を
記
録
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
状
の
あ
り
の
ま
ま

の
世
界
を
否
定
す
る
た
め
の
既
存
世
界
の
記
録
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
記
録
を
成
り
立
た
せ
る
視
点
は
、
も
は
や
世
間

に
生
き
る
人
間
の
視
点
で
は
な
い
。
世
界
の
外
に
あ
る
超
越
者
の
視
点
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
、
司
馬
遷
が
時
代
の
政
治
の
中
に

お
け
る
生
を
断
念
し
、
文
化
を
担
う
者
と
し
て
の
自
負
の
一
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
武
田
は
考
え
る
。｢

政

治
を
棄
て
去
り
、
倫
理
を
あ
き
ら
め
た
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
こ
の
期
間
ほ
ど
司
馬
遷
が
、
政
治
と
倫
理
の
本
質
を
き
び
し
く
考

え
つ
づ
け
た
事
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

(�)｣
。
現
実
の
政
治
秩
序
と
倫
理
的
価
値
の
中
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
し
得
る
真
正
の
政
治
と
倫
理
を
切
り
開
く
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
武
田
は
司
馬
遷
が
、
政
治

的
に
最
も
疎
外
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
、
本
来
文
化
の
中
心
と
し
て
自
然
と
人
間
に
つ
い
て
の
認
識
を
担
う

｢

太
史｣

と
い
う
職

分
の
自
覚
の
み
に
徹
し
て
、
時
代
の
政
治
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
意
味
の
与
奪
を
担
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

武
田
は
、
司
馬
遷
は
世
界
の
記
録
を
な
し
た
と
言
い
、｢

世
界
の
歴
史
は
政
治
の
歴
史｣

で
あ
り
、｢

政
治
と
は

｢

動
か
す
も
の｣

の
こ
と
で
あ
る｣

、｢
｢

動
か
す
も
の｣

は
人
間
で
あ
る

(�)｣
と
述
べ
て
、『
史
記』

に
書
か
れ
て
い
る
の
は
世
界
を
動
か
し
た｢

人
間｣

の
歴
史
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
司
馬
遷
の
人
間
の
描
き
出
し
方
に
つ
い
て
、
武
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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根
気
よ
く
、
あ
せ
ら
ず
に
、
あ
た
え
ら
れ
た
記
録
に
よ
り
、
自、
分、
の、
眼、
や、
耳、
の、
は、
た、
ら、
く、
か、
ぎ、
り、
、｢

人
間｣

の
姿
を
追
い

求
め
、｢

人
間｣

の
動
き
を
見
失
う
ま
い
と
つ
と
め
て
い
る
う
ち
に
、
司
馬
遷
の
世
界
構
想
は
お
の
ず
か
ら
出
来
上
っ
て
来

る
(�)

。
秦
の
始
皇
帝
や
項
羽
や
漢
の
高
祖
や
呂
太
后
を
大
写
し
に
写
し
出
し
、
そ
の
個
性
的
な
特
異
な
生
き
方
を
み
つ
め
る
こ
と
に

よ
り
、｢

世
界
の
歴
史｣

を
書
こ
う
と
し
て
い
る
。｢

世
界
の
中
心｣

に
な
る
ご
く
少
数
者
の
一
生
を
書
き
つ
づ
る
こ
と
が
、

歴
史
家
に
と
っ
て
必
死
の
業
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
確
信
し
て
い
る
。(

中
略)

も
し
も
歴
史
々
々
学
問
々
々
と
う
る
さ
く

言
い
た
て
る
人
々
が
い
た
と
し
た
ら
、
彼
は
ギ
ョ
ロ
リ
と
大
き
な
眼
を
動
か
し
て
、
面
倒
臭
そ
う
に
言
う
に
ち
が
い
な
い
。

｢

そ
ん
な
こ
と
が
、
何
が
面
白
い
の
か
ね
？

僕
は
僕、
の、
こ、
と、
が
一
番
大
切
な
ん
だ
。
僕、
と、
世、
界、
の、
こ、
と、
が
大
切
な
ん
だ
よ
。

つ
ま
り
人、
間、
の、
こ、
と、
が
ね

(�)｣
武
田
は
、
世
界
と
は
司
馬
遷
の
肉
眼
が
捉
え
た
秦
の
始
皇
帝
や
漢
の
高
祖
ら
世
界
の
中
心
に
立
っ
た

｢

異
様
な
る
個
人｣

の
一

身
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
司
馬
遷
が
自
己
一
身
の
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
歴
史
上
の

人
間
に
向
き
合
い
、
人
間
像
を
感
取
し
て
く
る
こ
と
が
、『
史
記』

の
方
法
論
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
素
手
で
世

界
と
対
峙
し
、
世
界
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
凄
絶
な
司
馬
遷
像
で
あ
る
。
方
法
論
と
し
て
は
余
り
に
素
朴
に
見
え
る
が
、
そ
れ
こ

そ
が
文
化
と
は
自
己
の
実
存
と
志
と
い
う

｢

身
一
つ｣

に
お
い
て
成
立
す
る
と
考
え
た
武
田
の
文
化
観
が
貫
徹
さ
れ
た
司
馬
遷
像

で
あ
る
と
言
え
る
。
世
界
を
描
く
と
い
う
大
事
業
も
、｢

僕
の
こ
と｣

、｢
僕
と
世
界
の
こ
と｣

と
い
う
一
人
の
人
間
の
実
存
に
伴
っ

て
い
る
問
題
意
識
や
感
性
を
通
し
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
武
田
が
従
軍
体
験
を
踏
ま
え
て
示
し
た
自
己
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一
身
の
実
存
と
志
に
支
え
ら
れ
た
文
化
を
築
く
と
い
う
行
為
は
、
極
限
ま
で
突
き
詰
め
れ
ば
、
世
界
を
描
く
表
現
に
繋
が
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
漢
学
や
支
那
学
の
中
国
文
化
へ
の
携
わ
り
方
が
、
考
証
に
没
入
し
て
そ
れ
を
書
い
た
人
間
や
世
界
像
に
視
線
が

届
い
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
か
つ
マ
ル
ク
ス
主
義
を
含
め
て
、
西
欧
か
ら
移
入
し
た
理
論
や
思
想
の
枠
組
を
通

し
て
現
実
を
見
、
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
日
本
近
代
の
知
識
人
の
認
識
方
法
全
般
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。『

史
記』

の
方
法
論
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
は
、
司
馬
遷
の

｢

絶
体
絶
命
の
気
持｣

の
よ
う
に
、
世
界
に
お
け
る
自
己
の
存
立
の
場
所
の
認

識
と
そ
れ
に
対
す
る
気
持
や
決
意
に
基
づ
い
て
表
現
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
思
想
や
学
問
の
名
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
欠

落
し
た
も
の
は
、
思
想
で
も
学
問
で
も
な
い
と
い
う
、
武
田
の
日
本
近
代
文
化
批
判
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
中
戦

争
か
ら
の
復
員
後
に
武
田
が
竹
内
と
共
有
し
て
い
た

｢

目
黒
村
の
不
安｣

、
す
な
わ
ち
日
本
近
代
の
文
化
の
あ
り
方
の
考
え
直
し

と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
武
田
が
到
達
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。

世
界
を
書
く
こ
と
が
人
間
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
場
合
、
世
界
は
人
間
の
志
や
執
念
に
満
ち
満
ち
た
形
相
を
表
す
。『

史

記』

の
中
で
世
界
の
中
心
の
歴
史
を
記
し
た

｢
本
紀｣

に
も
、
当
然
に
絶
対
的
支
配
者
た
ち
の
極
め
て
人
間
的
な
姿
が
書
か
れ
て

い
る
と
武
田
は
読
む
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
世
界
の
中
心
と
言
え
ど
も
い
か
に
人
間
の
執
念
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
端
的
に
示
す
の
が
呂
后
本
紀
で
あ
る
。

絶
対
者
は
天
と
個
人
の
間
の
空
間
を
往
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
世
界
の
中
心
は
、
天
に
は
な
く
て
世
界
に
あ
り
、
世
界
の
中

の
個
人
に
あ
る
以
上
、
絶
対
者
は
世
界
を
は
な
れ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。(

中
略)

女
で
さ
え
も
な
り
得
る
と
い
う
こ
と

の
中
に
、
絶
対
者
の
内
容
が
よ
く
解
剖
さ
れ
て
い
る
。
女
で
さ
え
も
な
れ
る
世
界
の
中
心
、
女
で
さ
え
も
創
る
こ
と
の
で
き
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る

｢

本
紀｣

で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
中
心
、
そ
の

｢

本
紀｣

が
、
如
何
に
人
間
的
な
、
個
人
的
な
、
生
々
流
転
的
な
も
の
で

あ
る
か
、
明
々
白
々
で
は
な
い
か

(�)
。

｢

本
紀｣
を
読
み
解
く
こ
と
を
通
し
て
司
馬
遷
の
世
界
構
想
に
つ
い
て
考
え
、
秦
の
始
皇
帝
や
漢
の
高
祖
ら
世
界
の
中
心
が
、

人
間
的
な
個
性
や
感
情
を
色
濃
く
持
っ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
き
た
武
田
は
、
呂
后
本
紀
に
お
い
て
そ

の
最
た
る
も
の
を
見
出
し
て
い
る
。
漢
の
高
祖
の
后
で
あ
っ
た
呂
后
は
、
数
々
の
英
雄
豪
傑
を
殺
さ
せ
、
高
祖
亡
き
後
の
世
界
を

恐
怖
に
よ
っ
て
支
配
し
た｢
絶
対
者｣

で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
最
も
天
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
よ
う
な
絶
対
的
な
支
配
者
で
あ
っ

た
呂
后
が
女
の
奸
知
や
冷
酷
さ
を
利
用
し
て
そ
の
権
力
を
手
に
入
れ
た
よ
う
に
、
政
治
的
絶
対
者
と
は
人
間
的
な
感
情
や
執
着
を

極
限
ま
で
窮
め
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
絶
対
者
像
が
浮
か
び
上
が
る
。
つ
ま
り
武
田
が
司
馬
遷
か
ら
読
み
取
る
絶
対
者
と

は
、
人
間
的
な
性
質
を
濃
厚
に
持
つ
が
ゆ
え
に
絶
対
者
と
な
り
え
た
人
間
で
あ
る
。｢

世
界
の
中
心｣

と
言
い
、｢

絶
対
者｣

と
言

い
な
が
ら
、
武
田
は

『

史
記』

の
中
に
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
行
為
と
性
質
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
像
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
呂
后
が
高
祖
の
寵
愛
を
受
け
た
戚
夫
人
の
手
足
を
斬
り
、
目
耳
口
を
利
か
な
く
し
て
便
所
に
放
置
し
た
と
い
う

『

史

記』

の
記
録
に
つ
い
て
、｢

こ
れ
は
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ｣

と
の
呂
后
の
息
子
孝
恵
帝
の
言
葉
に
対
し
て
、
武
田

は

｢

し
か
し
、
事
実
、
そ
れ
を
し
た
の
で
あ
る

(�)｣
と
い
う
一
文
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
一
段
落
を
構
成
す
る
こ
の
一
文
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
、
武
田
が
人
間
の
行
為
を
極
限
ま
で
追
求
し
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
の
底
深
さ
を
測
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

武
田
は
、
司
馬
遷
の
一
身
の
実
存
と
志
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た

『

史
記』
の
世
界
の
中
に
、
や
は
り
歴
史
上
の
人
物
の
一
身
の

武田泰淳の文化論
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実
存
と
人
間
的
執
着
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
を
読
み
取
り
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の

｢

気
持｣

の
充
満
し
た
世
界
の
姿
を
描
き

出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
『

司
馬
遷』

(

二)

文
化
と
は
何
か

武
田
は

『

史
記』
の
中
に
六
九
あ
る

｢

列
伝｣

を
、
伝
記
で
は
な
く
世
界
の
象
徴
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
列

伝
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
全
九
節
の
う
ち
第
三
節
以
降
は
、
広
い
意
味
で

｢

文
化
と
は
何
か｣

と
い
う
問
い
へ
の
答
え
に
収
斂
す

る
形
で
の
読
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
武
田
は
司
馬
遷
に
つ
い
て
、｢

彼
く
ら
い
文
化
を
甘
く
見
な
か
っ
た
人
は
な
い

(�)｣

と
述
べ
て
、

時
代
の
中
で

｢

文
化｣

と
言
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
忌
憚
な
い
評
価
を
下
し
、
文
化
と
は
何
か
を
問
い
続
け
た
司
馬
遷
像
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
武
田
が
司
馬
遷
の
伝
記
を
語
る
際
に
、
史
官
で
あ
る

｢

太
史｣

と
い
う
職
分
を
、
文
化
の
中
心
に
お
い
て
自

然
と
人
間
を
見
渡
し
、
記
録
す
る
者
と
自
負
す
る
司
馬
遷
の
職
分
意
識
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
文
化
の
中
心
に
あ
っ

て
世
界
の
歴
史
を
書
く
と
自
負
し
て
い
る
司
馬
遷
は
、
時
代
の
中
で
文
化
を
堕
落
さ
せ
形
骸
化
さ
せ
る
力
を
許
す
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

漢
代
の
文
化
人
を
扱
っ
た
列
伝
を
読
む
中
で
、
武
田
は

｢
文
化
と
は
異
様
な
も
の
か
な

(�)｣
と
い
う
詠
嘆
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

特
に
重
視
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
高
祖
に
仕
え
、
礼
に
よ
っ
て
高
祖
に
世
界
の
中
心
と
し
て
の
権
威
づ
け
を
与
え
て

漢
の
文
化
を
構
築
し
た
叔
孫
通
と
、
武
帝
に
よ
っ
て
平
民
か
ら
高
官
に
取
り
立
て
ら
れ
、
時
代
の
文
化
を
高
揚
さ
せ
る
べ
く
文
化

宣
言
を
発
し
た
公
孫
弘
の
列
伝
で
あ
る
。
共
に
政
治
の
中
枢
と
結
び
つ
い
た
文
化
人
で
、
文
化
の
名
の
下
に
儀
式
の
形
式
を
整
え
、

文
化
高
揚
に
携
わ
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
武
田
は
司
馬
遷
が
記
し
た
彼
ら
の
列
伝
の
中
に
そ
の
政
治
的
手
腕
を
支
え
る

｢

ど
す
黒
い
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智
慧

(�)｣
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
公
孫
弘
の
批
判
者
汲
黯
の
列
伝
か
ら
、
司
馬
遷
と
汲
黯
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
き
出
し

て
い
る
。

汲
黯
は
常
に
儒
を
毀
り
、
公
孫
弘
を
次
の
よ
う
に
面
罵
し
て
い
た
。｢

い
た
ず
ら
に
詐
を
懐
き
、
智
を
飾
り
、
人
主
に
阿
り
、

取
り
入
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
刀
筆
の
吏
ど
も
は
、
法
律
々
々
と
巧
に
あ
ら
探
し
を
し
て
は
、
人
を
罪
に
陥
れ
、
事
実
に
そ

む
い
て
ま
で
、
勝
つ
こ
と
を
手
柄
と
心
得
て
お
る

(�)
。｣

こ
こ
に
は
、
役
人
が
法
律
の
乱
用
に
よ
っ
て
書
面
上
に
作
り
上
げ
た
事
柄
が
、
現
に
あ
っ
た
事
実
を
凌
駕
す
る
状
況
が
示
さ
れ

て
い
る
。
現
に
あ
る
事
実
と
書
面
に
書
か
れ
た

｢

事
実｣

が
乖
離
し
、
実
体
を
伴
わ
な
い
虚
し
い
言
葉
が
一
人
歩
き
す
る
。
公
孫

弘
の
下
で
、
真
実
を
映
さ
な
い
言
葉
、
形
骸
化
す
る
官
僚
的
言
語
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が

｢

文
化｣

と
し
て
力
を
持
っ
て
い
く
こ
と

が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
武
田
は
、
正
に

｢

ど
す
黒
い
智
慧｣

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
時
代
の
中
で

｢

文
化｣

と
し
て

通
用
し
て
い
る
も
の
の
虚
飾
性
を
指
摘
し
て

｢
文
化
と
は
異
様
な
も
の
か
な｣

と
い
う
嘆
息
を
漏
ら
し
、
司
馬
遷
が
そ
の
伝
統
の

真
正
の
継
承
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
真
の
文
化
の
姿
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
か
つ
て
武
田
自
身
が

｢

支
那
文
化
に
関
す
る
手
紙｣
の
中
で
、
廃
墟
と
化
し
た
建
物
や
棄
て
ら
れ
た
書
物
や
人
影
の
な

い
公
園
と
い
っ
た
文
化
の
形
骸
を
見
て

｢

こ
れ
が
文
化
な
の
か
な｣
と
問
い
、
そ
れ
ら
原
初
の
精
神
の
形
骸
化
し
た
堆
積
を
決
し

て
文
化
と
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

文
化
と
は
意
志
の
夢
で
あ
る｣

と
い
う
文
化
と
個
人
の
志
の
直
接
的
関
係
を
引
き

出
し
た
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
。

で
は
真
の
文
化
と
は
何
か
。
武
田
は
、
司
馬
遷
に
よ
る
屈
原
へ
の
思
い
入
れ
の
深
さ
に
注
目
し
て
い
る
。

武田泰淳の文化論

125



司
馬
遷
が
こ
と
に

(

屈
原
の)

伝
を
も
う
け
た
の
は
、
屈
原
が

｢

憂
愁
幽
思
し
て
離
騒
を
作
っ
た｣

か
ら
で
あ
る
。
憂
愁
幽

思
、
心
憂
え
物
思
う
、
た
だ
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
見
れ
ば
、
ま
こ
と
に
は
か
な
い
事
実
で
あ
る
。
一

つ
の
心
理
、
一
つ
の
影
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
司
馬
遷
は
、
こ
こ
に

｢

文
学｣

を
み
と
め
た
。｢

憂
愁
幽
思｣

は
志
の
深
さ

を
言
う
。
志
の
深
さ
は
、
得
難
い
の
で
あ
る
。｢

文
学｣

と
は
得
難
い
も
の
と
、
司
馬
遷
は
見
た
の
で
あ
る

(�)

。

｢

憂
愁
幽
思｣

と
は
讒
言
に
よ
っ
て
失
脚
し
た
後
の
屈
原
の
心
情
で
あ
る
。
武
田
も

｢

心
理｣

、｢

影｣

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て

表
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
実
世
界
の
中
に
実
体
と
し
て
存
在
を
示
す
に
足
る
よ
う
な
形
を
な
し
て
い
な
い
、
屈
原
一
人
の
心

情
で
あ
っ
た
。
武
田
は
形
を
な
し
て
現
れ
て
い
な
い
屈
原
の
内
面
性
に
司
馬
遷
が
文
学
と
し
て
の
価
値
を
認
め
た
こ
と
を
重
視
し

て
い
る
。
そ
れ
は
言
葉
を
並
べ
て
形
式
を
整
え
た

｢

刀
筆
の
吏｣

の
い
わ
ゆ
る

｢

文
化｣

と
は
対
極
に
あ
る
。｢

｢

憂
愁
幽
思｣

は

志
の
深
さ｣

で
あ
る
と
武
田
は
述
べ
る
が
、｢
志｣

も
や
は
り
形
式
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
未
だ
実
現
し
て
お
ら
ず
、

一
個
人
の
心
の
う
ち
に
秘
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
文
化
と
し
て
の
価
値
の
大
き
さ
を
認
め
よ
う
と
す
る

司
馬
遷
の
判
断
に
武
田
は
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

屈
原
の
列
伝
に
お
い
て
は
、
讒
言
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ

｢
顔
色
憔
悴
、
形
容
枯
槁｣

の
様
の
屈
原
が
沢
の
ほ
と
り
で
一
人
の
漁

父
に
出
会
い
会
話
を
交
わ
す
場
面
が
あ
る
。
会
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
屈
原
の
歌

｢

漁
父
の
賦｣

の
引
用
で
あ
る
。
こ
の

場
面
に
つ
い
て
武
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

漁
夫
と
屈
原
の
会
話
は
、
哲
学
的
な
暗
示
に
富
ん
だ
も
の
、
屈
原
と
対
談
す
る
漁
夫
は
歴
史
中
の
一
人
物
で
は
な
く
、
一
つ
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の
思
想
の
凝
固
し
た
も
の
。
そ
れ
に
話
し
か
け
る
屈
原
の
言
葉
も
、
す
で
に
現
実
的
日
常
的
会
話
で
は
な
く
、
哲
学
的
な
思

潮
、
文
学
的
な
志
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

｢

列
伝｣

の
中
で
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
記
録
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
私

は
非
常
に
面
白
い
こ
と
に
思
う
。
文
学
と
歴
史
の
け
じ
め
が
な
く
、
芸
術
と
現
実
の
わ
け
へ
だ
て
が
な
い
、
こ
の

｢

史
記｣

の
世
界
を
、
よ
ろ
し
と
、
考
え
た
い
の
で
あ
る

(�)
。

文
学
や
芸
術
は
そ
れ
が
一
人
の
人
間
の
内
面
に
生
ま
れ
る
瞬
間
に
は
、
未
だ
世
間
に
形
を
表
し
て
い
な
い
。
無
論
、
既
存
の
形

式
に
乗
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
形
式
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
確
か
に
文
学
や
芸
術
を
支
え
る
精
神
が
存
在
す
る
。
そ
う
し

た
精
神
も
現
実
の
一
部
で
あ
り
、
歴
史
の
一
部
で
あ
る
と
す
る
判
断
が
司
馬
遷
に
は
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

漁
夫
と
屈
原
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
会
話
と
は
、
聖
人
は
物
に
執
着
せ
ず
世
と
と
も
に
推
移
す
る
も
の
だ
、
な
ぜ
才
能
が
あ
り
な

が
ら
追
放
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
か
と
問
う
漁
夫
に
対
し
て
、
屈
原
が
独
り
澄
ん
だ
身
で
あ
る
自
分
は
あ
く
ま
で
世
の
中
の
濁
り

に
染
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
答
え
る
も
の
で
あ
る

(�)
。
世
俗
の
濁
り
に
染
ま
る
こ
と
な
く
身
を
清
く
保
と
う
と
す
る
の
は
屈
原
の

志
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
世
の
中
に
お
い
て
は
居
場
所
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
屈
原
の
内
面
に
は
確
か
に
存
在
し

て
い
た
。
司
馬
遷
は
文
学
や
芸
術
に
表
現
さ
れ
る
し
か
な
い
よ
う
な
精
神
や
志
を
、
英
雄
豪
傑
の
行
動
と
同
様
、
歴
史
や
現
実
を

構
成
す
る
も
の
と
し
て
認
知
す
る
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
形
を
な
し
て
実
現
し
て
い
な
く
て
も
、
一
個
人
の
内
面
に
存
在
し
て
い

れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
史
に
記
録
す
べ
き
価
値
が
あ
る
と
考
え
る
司
馬
遷
の
歴
史
観
に
武
田
は
深
い
共
感
を
示
し
て
い
る
。
真
の
文

化
と
は
未
だ
形
式
を
持
た
な
い
原
初
の
志
、
一
個
人
の
生
き
方
と
一
体
に
な
っ
た
志
の
あ
る
場
所
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
化
人
の
列
伝
に
つ
い
て
語
っ
た
あ
と
で
武
田
は
、｢

｢

列
伝｣
の
主
要
人
物
は
、(

中
略)

あ
く
ま
で
英
雄
豪
傑
で

あ
る

(�)｣

と
述
べ
て
、
英
雄
豪
傑
の
列
伝
の
読
み
に
筆
を
進
め
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
彼
は
、
刀
筆
の
吏
の
虚
飾
と
形
骸
を
退
け
、
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世
界
に
対
す
る
豪
傑
た
ち
の
志
と
そ
れ
を
見
つ
め
る
司
馬
遷
の
詠
嘆
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
武
田
に
と
っ
て
は
英
雄

豪
傑
の
列
伝
も
や
は
り
文
化
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

私
は
荊
軻
が
事
破
れ
て
、
死
ぬ
る
段
を
読
む
た
び
に
、
卓
を
打
っ
て
空
を
睨
み
た
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

中
略)

荊
軻

ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
無
数
の
豪
傑
が
、
死
に
臨
ん
で
、
カ
ラ
カ
ラ
と
笑
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
虚
空
に
ひ
び
く
こ
の
笑

い
は
、
無
数
無
名
の
英
雄
豪
傑
た
ち
の
抱
く
、
一
つ
の
哲、
学、
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か

(�)

。

秦
の
始
皇
帝
の
暗
殺
を
図
っ
た
刺
客
荊
軻
が
、
失
敗
し
て
死
を
悟
っ
た
場
面
に
対
す
る
武
田
の
感
想
で
あ
る
。
死
を
前
に
し
て

｢

柱
に
も
た
れ
て
カ
ラ
カ
ラ
と
笑｣
っ
た
荊
軻
の
笑
い
は
、
志
破
れ
た
人
間
の
、
余
韻
も
残
さ
ず
一
瞬
で
消
え
入
っ
て
し
ま
い
そ

う
な
笑
い
で
あ
る
。
笑
い
声
と
共
に
、
そ
う
し
た
人
間
が
い
た
と
い
う
事
実
も
、
彼
の
志
の
存
在
も
、
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う

こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
そ
の
笑
い
の
背
景
に
は
、
世
界
の
中
心
に
文
字
通
り
体
当
た
り
す
る
志
が
確

か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
武
田
は
、
有
名
無
名
の
豪
傑
た
ち
の
命
を
賭
し
た
志
を
貴
ぶ
司
馬
遷
の
筆
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
そ
れ
と

の
対
照
で
、
机
上
で
文
を
弄
ぶ
官
僚
を
退
け
て
い
る
。

｢

儒
は
文
を
以
て
法
を
乱
し
、
而
し
て
侠
は
武
を
以
て
禁
を
犯
す｣

と
い
う
韓
非
子
の
言
を
、
司
馬
遷
は
ま
ず
示
し
て
い
る
。

法
を
乱
し
、
禁
を
犯
す
、
儒
と
侠
は
同
罪
で
あ
る
。
し
か
る
に
儒
の
方
は
多
く
世
に
称
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
ち
が
い
で
あ

る
。(

中
略)

游。
侠。
郭。
解。
を。
死。
罪。
に。
処。
し。
た。
の。
は。
、
儒。
者。
公。
孫。
弘。
で。
あ。
る。
。
司
馬
遷
は
こ
の
事
実
も
忘
れ
ず
に
記
録
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も

｢

於
戯
惜
し
い
哉｣

と
嘆
じ
て
い
る

(�)
。(

圏
点
は
原
執
筆
者)
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司
馬
遷
の
詠
嘆
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
武
田
の
文
章
は
、
権
力
を
持
ち
、
秩
序
の
中
で
人
を
裁
き
、
序
列
づ
け
る
権
限
を
行

使
す
る

｢

文
化
人｣

た
ち
と
、
命
を
賭
け
て
一
瞬
閃
い
た
英
雄
豪
傑
と
、
ど
ち
ら
が
志
を
深
く
す
る
も
の
か
を
問
う
て
い
る
。
志

の
深
さ
を
基
準
に
世
界
を
見
れ
ば
、
政
治
の
中
枢
に
近
い
場
所
に
生
き
て
権
力
を
握
り
名
を
残
し
た
い
わ
ゆ
る

｢

文
化
人｣

よ
り

も
、
名
も
無
き
英
雄
豪
傑
の
方
が
世
界
を
動
か
し
、
新
た
な
局
面
を
生
み
出
す
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
雄
豪
傑
た
ち
の

志
は
、
屈
原
の

｢
憂
愁
幽
思｣

と
同
様
、
世
界
に
お
け
る
真
の
文
化
に
繋
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、｢

文
化
人｣
と
志
を
示
し
た
豪
傑
と
の
対
照
の
最
た
る
も
の
が
、
武
田
が

『

司
馬
遷』

の
書
の
全
体
を
結
ぶ
節

｢

匈
奴
問
題｣

で
取
り
上
げ
た
将
軍
李
広
に
対
す
る
司
馬
遷
の
思
い
入
れ
に
対
す
る
評
価
に
表
れ
て
い
る
。
匈
奴
に
対
す
る
実
践

の
経
験
が
豊
富
で

｢

た
だ
ひ
た
す
ら
な
戦
闘
実
行
者

(�)｣
で
あ
っ
た
李
広
は
、
最
後
の
戦
闘
で
漢
の
大
将
軍
に
回
り
道
を
命
じ
ら
れ

た
結
果
、
合
戦
に
間
に
合
わ
ず
、
問
責
さ
れ
て
自
害
し
た
。
将
軍
達
の
武
勲
を
評
価
し
た
り
問
責
し
た
り
す
る
の
は
、
政
府
部
内

で
法
を
弄
び
、
権
力
を
握
る

｢

刀
筆
の
吏｣
で
あ
る
。

匈
奴
に
は
、
単
純
に
し
て
素
樸
、
鉄
火
の
如
き
戦
闘
文
化
以
外
に
は
な
い
。
戦
闘
文
化
に
対
す
る
に
は
、
戦
闘
文
化
を
も
っ

て
せ
よ
。
公
孫
弘
一
派
の
、
や
や
こ
し
い
文
化
、
刀
筆
の
吏
ど
も
の
え
ら
そ
う
な
法
律
、
そ
ん
な
も
の
は
消
え
て
な
く
な
れ
。

(

中
略)

真
の
弱
者
は
銃
後
に
あ
っ
て
強
者
ぶ
る
刀
筆
の
吏
で
あ
る

(�)
。

戦
闘
へ
の
志
を
持
ち
、
匈
奴
に
対
す
る
戦
闘
に
お
い
て
成
果
を
挙
げ
て
き
た
将
軍
李
広
こ
そ
が
、
漢
の
対
匈
奴
問
題
の
現
実
を

具
体
的
に
動
か
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『

史
記』

の
中
で
司
馬
遷
が
記
録
し
よ
う
と
し
た
と
武
田
が
考
え
る
、
世
界
を
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動
か
す
人
間
で
あ
る
。
武
に
お
い
て
も
文
化
に
お
い
て
も
、
志
の
積
み
重
ね
が
世
界
を
動
か
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
堆
積
と
化
し
、

堕
落
し
た

｢

文
化｣

を
退
け
、
真
の
文
化
の
存
立
す
る
場
所
と
そ
の
形
成
の
仕
方
を
求
め
て
き
た
武
田
は
、
世
界
全
体
を
書
こ
う

と
す
る
司
馬
遷
の

｢

気
持｣

と
、
そ
の
気
持
に
汲
み
上
げ
ら
れ
た

『

史
記』

の
中
の
人
間
た
ち
の
志
の
実
在
を
示
し
て
、
本
来
文

化
と
は
、
そ
う
し
た
意
志
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

結

武
田
は
司
馬
遷
が

『

史
記』
に
お
い
て
意
図
し
た
世
界
の
記
録
と
は
、
つ
ま
り
は

｢

人
間｣

を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
、

｢

本
紀｣

の
分
析
か
ら
人
間
的
執
念
を
窮
め
た
世
界
の
中
心
の
有
り
様
を
見
出
し
、｢

列
伝｣

の
読
解
か
ら
文
学
的
言
葉
も
敗
北
し

た
豪
傑
た
ち
の
志
も
世
界
の
一
部
と
し
て
認
知
す
る
、
人
間
の
志
と
執
念
に
満
ち
た
世
界
像
を
引
き
出
し
て
き
た
。
そ
の
一
方
で

武
田
は
、｢

｢

史
記｣

の
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
史
記
的
世
界
全
体
の
持
続
で
あ
る

(�)｣
と
述
べ
、
個
別
の

｢

本
紀｣

や

｢

世
家｣

の
栄
枯
盛
衰
を
時
間
的
に
追
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
消
滅
を
包
含
し
た
歴
史
的
世
界
全
体
の

｢

絶
対
持
続｣

が
描
き
出
さ
れ

た
も
の
と
し
て

『

史
記』

を
捉
え
て
い
る
。
歴
史
を

｢
空
間
的｣

に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
絶
対
持
続
と
は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
生
き
る
場
で
あ
る
。
個
別
の

｢

本
紀｣

や

｢
世
家｣

の
形
成
と
消
滅
が
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
政
治
的

世
界
の
中
に
居
場
所
を
持
た
な
か
っ
た
司
馬
遷
や
屈
原
も
、
そ
こ
に
は
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
世
界
全
体
の
絶
対

持
続
と
い
う

｢

絶
対
者｣

を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
に
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
内
面
に
蓄
え
ら
れ
た
志
や
、
政
治
的

敗
北
者
の
実
現
し
な
か
っ
た
志
を
も
世
界
の
一
部
と
し
て
認
め
る
世
界
像
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

武
田
は

『

司
馬
遷』

に
お
い
て
、
文
化
と
は
一
個
人
の
生
き
方
と
一
体
に
な
っ
た
志
の
あ
る
場
所
に
存
在
す
る
と
い
う
文
化
観
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を
示
し
た
。
そ
れ
は
復
員
後
間
も
な
い
一
九
四
〇
年
一
月
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ

｢

支
那
文
化
に
関
す
る
手
紙｣

に

｢

文
化
と
は

意
志
の
夢
で
あ
る｣

と
い
う
一
文
を
書
き
込
ん
だ
と
き
か
ら
武
田
の
中
に
萌
し
て
い
た
文
化
観
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

『

司
馬
遷』

に
お
い
て
成
立
し
た
武
田
の
文
化
観
は
、
戦
地
に
お
け
る
中
国
民
衆
の
生
命
、
生
活
、
文
化
の
破
壊
さ
れ
た
状
況
の
中
で
形
成
さ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

中
国
戦
線
に
お
い
て
、
破
壊
さ
れ
た
民
衆
の
生
命
と
生
活
や
棄
て
去
ら
れ
た
文
化
の
中
を
潜
っ
て
き
た
武
田
は
、
い
か
に
小
さ

な
も
の
で
あ
れ
、
自
己
一
身
の
感
情
を
表
し
、
そ
れ
を
刻
み
付
け
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
精
神
の
存
立
の
場
を
得
る
こ

と
を
必
死
に
希
求
し
て
い
た
。
最
後
に
、
武
田
の
こ
う
し
た
極
め
て
実
存
的
な
文
化
観
が
、
日
本
近
代
の
思
想
と
文
化
に
お
い
て

持
つ
意
味
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

日
本
近
代
は
、
竹
内
好
が

｢
日
本
文
化
の
進
歩
性

(�)｣
と
し
て
批
判
し
た
よ
う
に
、
学
問
や
文
化
の
分
野
に
お
い
て
も
世
界
的
水

準
を
目
指
す
べ
き
価
値
と
し
て
、
そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
を
志
向
し
て
き
た
。
世
界
的
水
準
へ
の
接
近
は
、
そ
れ
を
価
値
と
す
る
限

り
に
お
い
て
は

｢

進
歩｣

だ
が
、
文
化
の
担
い
手
の
内
面
性
か
ら
も
民
衆
的
地
盤
か
ら
も
乖
離
し
、
そ
の
結
果
文
化
の
内
発
的
な

発
展
の
回
路
を
失
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
日
本
近
代
文
化
の
あ
り
方
の
大
き
な
流
れ
に
対
し
て
、
武
田
は
あ
く
ま
で
自
己

一
身
の
感
情
や
感
慨
に
基
づ
い
て
文
化
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
世
界
を
自
分
自
身
の
眼
で
見
直
そ
う
と
す
る
司
馬
遷
の

｢

気
持｣

、

そ
し
て

『

史
記』

の

｢

世
家｣

を
分
析
す
る
際
に
武
田
が
引
用
し
た
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ー
の

『

ユ
リ
イ
カ』

に
お
け
る
宇
宙
を
説
明
し

よ
う
と
す
る

｢

狂
的
な
推
理
力

(�)｣
に
連
な
る
者
と
し
て
、
武
田
が
自
身
の

｢

身
一
つ｣

に
よ
っ
て
、
絶
対
持
続
す
る
世
界
の
表
現

を
意
図
し
た
こ
と
は
、
日
本
近
代
文
化
に
と
っ
て
、
実
存
的
精
神
の
次
元
か
ら
文
化
を
再
生
さ
せ
て
、
発
展
の
原
動
力
を
回
復
さ

せ
る
意
味
を
持
つ
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注
(

１)

武
田
泰
淳

『

司
馬
遷』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
四
三
年
。『

武
田
泰
淳
全
集』

第
一
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
。
以
下

『

全
集』

と
略
記)

四
頁
。

(

２)
竹
内
好

｢

解
説｣

(

武
田
泰
淳

『

司
馬
遷
―
史
記
の
世
界
―』

創
元
文
庫
、
一
九
五
二
年
。『

竹
内
好
全
集』

第
一
二
巻
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
一
年)

一
二
〇
頁
。

(

３)

竹
内
好
の

『

魯
迅』

に
お
け
る
文
学
者
像
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

竹
内
好
の
文
学
精
神』

(

論
創
社
、
二
〇
〇
二
年)

、
第
二
章
を
参
照

の
こ
と
。

(

４)

本
多
秋
五

『

物
語
戦
後
文
学
史』

(

中)
(

岩
波
書
店
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
二
年)

三
五
〜
三
七
頁
。

(

５)

粟
津
則
雄
は

『

司
馬
遷』
に
お
け
る
武
田
の
分
析
に
は
、
僧
侶
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
政
治
運
動
体
験
、
戦
争
体
験
と
い
う
武
田
自

身
の

｢

苦
い
経
験｣

が
読
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
書
が

｢

世
界
に
た
い
す
る
本
質
的
不
能
性｣

と
い
う
個
性
の
武
田
自
身
に
よ
る
確
認

作
業
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

(『
主
題
と
構
造
―
武
田
泰
淳
と
戦
後
文
学
―』

、
集
英
社
、
一
九
七
七
年
、
一
一
二
頁
、
一
一
九
頁)

。
ま

た
、
立
石
伯
は

『

司
馬
遷』

を

｢

自
己
発
見
の
書｣

と
位
置
づ
け

(『

武
田
泰
淳
論』

講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
五
〇
頁)

、
兵
藤
正
之
助

は

『

司
馬
遷』

に
は
武
田
が
自
身
の
混
迷
と
不
安
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の

｢

精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ｣

を
求
め
る
気
持
ち
が
底
流
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(『

武
田
泰
淳
論』

冬
樹
社
、
一
九
七
八
年
、
五
〇
頁)

。

(

６)

清
原
万
里

｢
｢

司
馬
遷｣

論
―
〈
史
記
的
世
界
〉
の
構
造
―｣

(『

近
代
文
学
史
論』

第
二
四
巻
、
一
九
八
六
年)

、
同

｢

武
田
泰
淳
の
関

係
論
的
世
界
認
識
―

『

司
馬
遷』

に
つ
い
て
―｣

(『

近
代
文
学
論
集』

第
二
六
号
、
二
〇
〇
〇
年)

。

(

７)

川
西
政
明

『

武
田
泰
淳
伝』

講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
九
一
〜
一
九
二
頁
。

(

８)

佐
々
木
充
は

｢

武
田
泰
淳
に
お
け
る

｢

文
化｣

―

『

司
馬
遷』

の
成
立
ま
で
―｣

(『

帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要』

第
六
号
、
一
九
六
九

年)

に
お
い
て
、
武
田
が
中
国
戦
線
で
中
国
人
の
生
活
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
と
は

｢

生
活｣

と

｢

人
間｣

に
裏
付
け
ら
れ
た
も

の
と
認
識
し
た
と
し
、『

司
馬
遷』

が
強
力
な

｢

生
活｣

意
識
で
生
き
た
人
間
の
歴
史
と
し
て

『

史
記』

を
読
み
込
ん
だ
も
の
と
指
摘
し
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て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
武
田
の
文
化
論
を
日
中
戦
争
下
の
同
時
代
、
あ
る
い
は
日
本
近
代
の
文
化
の
有
り
様
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と

す
る
視
点
に
立
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
武
田
の
文
化
論
を
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
問
題
意
識
の
次
元
か
ら
解
明
す
る
必
要
は
残
っ
て
い

る
。

(

９)
こ
の
間
武
田
は
、
大
学
入
学
翌
月
の
一
九
三
一
年
五
月
三
〇
日
に
左
翼
組
織
Ａ

(

反
帝
同
盟)

の
学
生
と
東
京
中
央
郵
便
局
へ
ゼ
ネ
ス

ト
呼
び
か
け
の
ビ
ラ
撒
き
に
出
か
け
、
検
挙
さ
れ
て
丸
の
内
署
、
本
富
士
署
に
約
一
ヶ
月
拘
留
さ
れ
、
釈
放
後
父
の
意
見
を
容
れ
て
左
翼

運
動
の
表
面
か
ら
手
を
引
く
体
験
を
し
て
い
る

(｢

武
田
泰
淳
年
譜｣

、
川
西
、
前
掲
書
、
四
九
二
頁)

。
こ
の
転
向
体
験
の
分
析
は
、
無

論
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
体
験
や
、
大
学
で
の
学
問
の
中
断
の
後
も
、
武
田
が
文
学
的
な
自
己
形
成
の
試

み
を
決
し
て
絶
つ
こ
と
の
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
、
彼
の
文
学
的
認
識
の
形
成
と
成
立
を
第
一
義
的
に
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

(

10)

川
西
、
前
掲
書
、
四
九
四
頁
。

川
西
は
同
上
書
に
お
い
て
武
田
の
軍
歴
を
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
武
田
の
小
説

『

審
判』

(

一
九
四
七
年)

の
中
で
主

人
公
が
告
白
す
る
中
国
出
征
中
の
二
つ
の
殺
人

(

複
数
の
兵
士
が
分
隊
長
の
命
令
で
中
国
人
農
民
二
人
を
一
斉
射
撃
し
た
事
件
、
及
び
、

焼
き
払
わ
れ
た
部
落
に
取
り
残
さ
れ
て
い
た
老
夫
婦
の
夫
を
主
人
公
が
射
殺
し
た
事
件)

に
つ
い
て
、
武
田
が
一
九
三
八
年
五
月
か
ら
六

月
の
進
軍
中
に
そ
れ
を
体
験
し
た
こ
と
の
記
録
が｢

昭
和
一
三
年
版
従
軍
手
帳｣

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る(

川
西
、

同
上
書
、
一
六
六
頁)

。
川
西
の
指
摘
し
た

｢

昭
和
一
三
年
版
従
軍
手
帳｣

は
二
〇
〇
五
年
九
月
に
武
田
泰
淳
の
遺
族
・
武
田
花
氏
か
ら

日
本
近
代
文
学
館
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
の
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
同
館
が

｢

武
田
泰
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン｣

と
し
て
所
蔵
し
て
い
た
。
そ
の

後

｢

昭
和
一
三
年
版
従
軍
手
帳｣

を
含
む

｢

武
田
泰
淳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン｣

の
一
部
は
遺
族
の
も
と
に
返
却
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
現

在
こ
の
手
帳
は
同
館
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。

(

11)(

12)

武
田

｢

戦
線
よ
り
―
増
田
渉
宛｣

(『

中
国
文
学
月
報』

第
四
一
号
、
一
九
三
八
年
八
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
二
〇
頁
。

(

13)(

14)

武
田

｢

土
民
の
顔｣

(『

中
国
文
学
月
報』

第
四
四
号
、
一
九
三
八
年
一
一
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
二
一
〜
二
二
二
頁
。
初

出
の
文
末
に

｢

一
三
、
九
、
一
四
、
○
○
に
て｣

と
執
筆
日
と
場
所

(

伏
字)
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
八
年
九
月
付
の
竹
内
好
宛
の
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手
紙
に
は

｢

小
生
は
只
今
廬
州
の
野
戦
予
備
病
院
第
七
班
に
ゐ
ま
す｣

(｢

武
田
泰
淳
戦
地
か
ら
の
手
紙｣

、『

辺
境』

第
三
次
第
七
号
、
一

九
八
八
年
五
月)

と
あ
り
、
一
九
三
八
年
九
月
当
時
武
田
が
廬
州
に
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

(
15)

武
田

｢

戦
地
よ
り｣

(『

文
芸』

一
九
三
八
年
一
一
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
二
二
頁
。
初
出
の
文
末
に

｢

九
月
十
六
日
、
○
○
に

て｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(

16)
火
野
葦
平
の
戦
線
文
学
の
現
実
描
写
を
反
知
性
的
と
し
て
退
け
て
い
る
武
田
は
、
復
員
後
間
も
な
く
の
文
章
の
中
で
、｢

麦
と
兵
隊｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。｢

私
は
そ
れ
で
も
快
速
力
で

｢

麦
と
兵
隊｣

を
読
ん
だ
。
記
録
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
も
考
え

た
。
た
だ
私
は
記、
録、
す、
る、
よ、
り、
先、
に、
自、
分、
の、
い、
ろ、
い、
ろ、
の、
考、
え、
を、
整、
理、
し、
た、
か、
っ、
た、
。｣

(

武
田

｢

戦
線
の
読
書｣

、『

文
藝
春
秋』

時
局
増

刊
二
六
、
一
九
三
九
年
一
一
月
。『

全
集』

第
一
一
巻
、
二
三
三
頁)

。
記
録
が
大
切
と
言
い
つ
つ
、
自
己
の
知
性
を
通
し
て
現
実
を
把
握

す
る
行
為
を
伴
わ
な
い
記
録
の
あ
り
方
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
後
に

『

司
馬
遷』

に
お
い
て
、
記
録
と
い
う
こ
と
を
現
実
す
な

わ
ち
世
界
の
認
識
に
関
す
る
根
源
的
な
行
為
と
し
て
捉
え
る
武
田
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
留
保
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

(

17)

武
田
、
前
掲

｢

戦
線
の
読
書｣
、
二
三
三
頁
。

(

18)

武
田
、
同
上
論
文
、
二
三
五
頁
。

(

19)

武
田
、
同
上
論
文
、
二
三
四
頁
。

(

20)

武
田
、
同
上
論
文
、
二
三
六
〜
二
三
七
頁
。

(

21)

武
田

｢

美
し
き
古
書｣

(『

中
国
文
学
月
報』

第
五
〇
号
、
一
九
三
九
年
五
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
二
三
頁
。

(

22)

竹
内
好
の
北
京
生
活
に
つ
い
て
は

｢

北
京
日
記｣

(『

竹
内
好
全
集』

第
一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年)

に
詳
し
い
。｢

北
京
日

記｣

の
分
析
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
、
第
一
章
を
参
照
の
こ
と
。

(

23)

竹
内
、
前
掲

｢

北
京
日
記｣

、
一
九
三
九
年
一
一
月
二
五
日
、
三
六
三
〜
三
六
五
頁
。

(

24)

竹
内
、
同
上
、
一
九
四
〇
年
二
月
四
日
、
三
八
七
〜
三
八
八
頁
。

(

25)

武
田
、
前
掲

｢

戦
線
の
読
書｣

、
二
三
三
頁
。
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(

26)

竹
内
、
前
掲

｢

北
京
日
記｣

、
一
九
四
〇
年
二
月
四
日
、
三
八
八
頁
。

(

27)(

28)

竹
内

｢

後
記｣

(『

中
国
文
学
月
報』

第
五
九
号
、
一
九
四
〇
年
二
月
。『

竹
内
好
全
集』

第
一
四
巻
、
一
九
八
一
年)

一
四
三
〜

一
四
四
頁
。

(

29)
〜

(

34)

武
田

｢

支
那
文
化
に
関
す
る
手
紙｣

(『

中
国
文
学
月
報』

第
五
八
号
、
一
九
四
〇
年
一
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
四
一

〜
二
四
三
頁
。

(

35)

武
田

｢
山
西
開
発
展
を
観
る｣

(『

中
国
文
学』

第
七
三
号
、
一
九
四
一
年
六
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
六
三
〜
二
六
四
頁
。

(

36)

武
田

｢

小
田
嶽
夫

｢

魯
迅
伝｣｣

(『

中
国
文
学』

第
七
三
号
、
一
九
四
一
年
六
月
。『

全
集』

第
一
一
巻)

二
六
六
頁
。

(

37)(

38)

武
田

｢

閃
鑠｣

(『

中
国
文
学』

第
九
二
号
、
一
九
四
三
年
三
月
。『

全
集』

第
一
巻
、
一
九
七
八
年)

八
〇
頁
。

(

39)

武
田
、
前
掲

『

司
馬
遷』
、
六
頁
。

(

40)

武
田
、
同
上
書
、
一
一
頁
。

(

41)(

42)

武
田
、
同
上
書
、
二
七
〜
二
八
頁
。

(

43)

武
田
、
同
上
書
、
三
五
〜
三
六
頁
。

(

44)

武
田
、
同
上
書
、
四
九
頁
。

(

45)

武
田
、
同
上
書
、
四
七
〜
四
八
頁
。

(

46)(

47)

武
田
、
同
上
書
、
八
九
頁
。

(

48)

武
田
、
同
上
書
、
九
三
頁
。

(

49)

武
田
、
同
上
書
、
九
一
〜
九
二
頁
。

(

50)

武
田
、
同
上
書
、
九
四
頁
。

(

51)

武
田
、
同
上
書
、
九
五
頁
。

(

52)

水
沢
利
忠

『

新
釈
漢
文
大
系
八
九

史
記
九』

明
治
書
院
、
一
九
九
三
年
、
三
四
五
〜
三
四
六
頁
。
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(

53)

武
田
、
前
掲

『

司
馬
遷』

、
九
八
頁
。

(

54)

武
田
、
同
上
書
、
一
〇
四
頁
。

(
55)

武
田
、
同
上
書
、
一
〇
五
頁
。

(

56)
武
田
、
同
上
書
、
一
〇
九
頁
。

(

57)

武
田
、
同
上
書
、
一
一
二
頁
。

(

58)

武
田
、
同
上
書
、
七
〇
頁
。

(

59)

竹
内

｢

中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
―
魯
迅
を
手
が
か
り
と
し
て｣

(

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編

『

東
洋
文
化
講
座』

第
三
巻
、

白
日
書
院
、
一
九
四
八
年
。『

竹
内
好
全
集』

第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
〇
年)

一
四
八
頁
。
の
ち

｢

近
代
と
は
何
か

[

日
本
と
中

国
の
場
合]｣

と
改
題
。

(

60)

武
田
、
前
掲

『

司
馬
遷』
、
五
五
頁
。
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