
は
じ
め
に

本
日
は
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
北
海
道
教

育
大
学
旭
川
校
と
い
う
と
こ
ろ
に
勤
め
て
お
り
ま
す
、
古
川
雄
嗣
と
申
し

ま
す
。
本
日
は

｢

九
鬼
周
造
記
念
講
演
会｣

と
い
う
素
晴
ら
し
い
企
画
の

第
一
回
の
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
大
変
有
り
難

い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
む
し
ろ
申
し
訳
な
い
と
言
い
ま

す
か
、
私
の
よ
う
な
者
で
本
当
に
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
と
い
う
思
い

の
ほ
う
が
強
く
ご
ざ
い
ま
す
。
と
も
か
く
も
、
多
少
な
り
と
も
面
白
い
と

思
っ
て
い
た
だ
け
て
興
味
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
話
を
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

私
の
よ
う
な
者
で
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
九

鬼
周
造
と
い
う
人
の
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
哲
学
史
的
な
意
義

や
位
置
付
け
と
い
っ
た
事
柄

例
え
ば
、
誰
か
ら
ど
う
い
う
影
響
を
受

け
て
い
る
と
か
、
同
時
代
の
哲
学
者
と
比
べ
て
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
何
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
て
、
何
が
ま
だ
課
題
と
し
て
残
っ

て
い
る
の
か
と
か

、
そ
う
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
学
術
的
な
哲
学
史
や
哲

学
史
研
究
に
関
す
る
お
話
で
あ
れ
ば
、
私
よ
り
も
も
っ
と
ふ
さ
わ
し
い
講

演
を
し
て
い
た
だ
け
る
方
が
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
自
覚
し
て
お
り
な
が
ら
、
な
お
私
が
本
日
の
講

演
を
お
引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
誤
解
を
恐

れ
ず
に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
学
術
的
な
九
鬼
哲
学
研
究
を
少
し

離
れ
て
、
少
々
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
で

も
、
な
ん
と
な
く
で
も
よ
い
か
ら
わ
か
る
、
あ
る
い
は
わ
か
る
よ
う
な
気

が
す
る
、
そ
う
い
う
九
鬼
哲
学
の
魅
力
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
ぜ
ひ
一
人

で
も
多
く
の
方
に
お
伝
え
し
た
い
と
い
う
思
い
が
、
私
に
は
あ
り
ま
し
た

か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
な
る
べ
く
誤

解
が
な
い
よ
う
に
断
っ
て
お
き
ま
す
と
、
私
は
決
し
て
、
厳
密
で
学
術
的

な
哲
学
史
研
究
な
ど
た
だ
煩
瑣
な
だ
け
で
無
意
味
で
あ
る
と
か
、
哲
学
と

い
う
も
の
は
本
来
、
誰
に
で
も
わ
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
部
の

人
間
に
し
か
わ
か
ら
な
い
難
解
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
学
者

の
罪
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
今
流
行
り
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
昨
今
は
ど
う
も
そ
う
い
う

｢

哲
学
を
す
べ
て
の
人
に｣

と
い
う
考
え
や
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
間
違
い
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
自
身
も
そ
の
種
の
入
門
書
を
書
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い
た
り
な
ど
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
ま
さ
に

｢

入
門｣
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
そ
の
も
の
が
わ
か
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
本
当
に
哲
学
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
二
千
数

百
年
に
及
ぶ
哲
学
の
歴
史
を
知
ら
な
い
こ
と
に
は
話
に
な
り
ま
せ
ん
し
、

そ
こ
で
培
わ
れ
て
き
た
特
有
の
い
わ
ば
思
考
の
作
法
の
よ
う
な
も
の
に
習

熟
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
変
な
勉
強
や
訓
練
を
要
す

る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
勉
強
や
訓
練
を
経
る
こ
と
な
し
に
、

哲
学
は
本
来
誰
に
で
も
わ
か
る
は
ず
の
も
の
だ
と
安
易
に
言
っ
て
し
ま
う

の
は
、
言
う
な
ら
ば
高
度
な
数
学
や
物
理
学
が
勉
強
し
な
く
て
も
誰
に
で

も
わ
か
る
は
ず
だ
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
あ
り
ま
し
て
、
ま
っ
た
く
ナ

ン
セ
ン
ス
な
こ
と
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
れ
は
哲
学
と
い
う
学
問
の

｢

本

質｣

で
は
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
も
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、

そ
れ
は
哲
学
の

｢

目
的｣

で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
そ
れ
は
哲
学
の

｢

手
段｣

で
あ
っ
て

｢

目
的｣

で
は
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
で
は
、
哲
学
の

｢

本
質｣

な
い
し

｢

目
的｣

と
は
何
か
と
申

し
ま
す
と
、
そ
れ
は

こ
れ
も
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
あ
ま
り
好
ま
れ

な
い
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が

や
は
り
私
は
、
人

間
の
生
き
方
、
あ
る
い
は
自
己
の
生
き
方
を
問
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
か
、
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
哲
学
者
が
、
誰
か
ら
ど
う
い
う
影

響
を
受
け
た
と
か
、
そ
の
哲
学
が
哲
学
史
の
中
で
ど
う
い
う
系
譜
に
属
し

て
い
る
の
か
と
か
、
他
の
哲
学
者
と
比
べ
て
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が
違
う

の
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
そ
の
哲
学
を
厳
密
に
正
確
に
知

る
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
事
な
研
究
で
は
あ
り

ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
を
十
分
に
踏
ま
え
た

上
で
、
だ
か
ら
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
哲
学
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
人
間
の
生
き
方
や
社
会
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
世
界

の
あ
り
方
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
持
た
な
い
の
か
。
そ
う

い
う
問
い
こ
そ
が
、
哲
学
と
哲
学
研
究
の
本
質
で
あ
る
と
、
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
は
、
何
も
私
の
よ
う
な
浅
学
菲
才
の
青
二
才

が
勝
手
に
喚
い
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
従
来
、
主
と
し
て
や
は
り
二

十
世
紀
以
降
で
す
が
、
多
く
の
哲
学
者
や
思
想
家
が
、
様
々
な
形
で
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
九
鬼
自
身
の
話
に
入
る
前

に
、
一
つ
だ
け
、
私
が
若
い
頃
に
読
ん
で
大
変
印
象
に
残
っ
て
い
る
テ
ク

ス
ト
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

『

ナ
ル
ニ
ア

国
物
語』

な
ど
で
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
者
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学

者
で
も
あ
っ
た
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
が
、
一
九
四
二
年
に
書
い
た

『

悪
魔
の

手
紙』
と
い
う
著
作
に
出
て
く
る
も
の
で
す
。
こ
の
著
作
は
、
い
か
に
も

イ
ギ
リ
ス
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
家
ら
し
い
想
像
力
を
駆
使
し
て
、
ベ
テ
ラ

ン
の
悪
魔
が
駆
け
出
し
の
悪
魔
に
対
し
て
、
人
間
を
誘
惑
し
て
堕
落
さ
せ
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る
た
め
の
方
法
を
書
簡
形
式
で
レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
と
い
う
、
大
変
面
白
い

形
式
を
用
い
た
文
明
批
評
の
作
品
な
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
ル
イ
ス
は
、

悪
魔
が
ど
の
よ
う
な
巧
妙
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
人
間
の
学
問
、
特
に

哲
学
を
、
悪
魔
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
に
堕
落
さ
せ
た
か
に
つ
い
て

も
述
べ
て
い
ま
す
。

古
文
書
を
読
む
の
は
学
問
の
あ
る
者
だ
け
だ
。
し
か
も
そ
う
し
た
知

識
人
た
ち
を
わ
れ
わ
れ

[
悪
魔

引
用
者]

は
じ
つ
に
う
ま
く
料

理
し
て
き
た
。
だ
か
ら
現
代
の
知
識
人
は
、
古
文
書
を
読
ん
で
も
そ

れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
も
知
恵
を
得
そ
う
に
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
歴

史
的
観
点
と
い
う
も
の
を
彼
ら
の
う
ち
に
植
え
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
に
成
功
し
た
。
歴
史
的
観
点
に
立
つ
学
者
は
、
昔
の
思
想

家
が
書
い
た
も
の
を
示
さ
れ
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
指
摘

す
る
が
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
彼
が
問
わ
な
い
の
は
、
そ
の
著
書
が

真
実
を
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
思
想
家

は
誰
か
ら
影
響
を
受
け
た
か
、
彼
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
彼
の
ほ
か

の
著
書
の
う
ち
の
言
説
と
ど
の
程
度
に
矛
盾
が
な
い
か
、
そ
れ
が
彼

の
学
問
的
発
展
の
、
ま
た
思
想
史
一
般
の
ど
の
段
階
に
属
し
て
い
る

か
、
そ
れ
は
後
世
の
学
者
た
ち
に
ど
う
い
っ
た
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た

か
、
ど
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
た
か

(

と
く
に
彼
自
身
の
同

僚
に
よ
っ
て)

、
過
去
十
年
間
の
そ
れ
に
た
い
す
る
批
判
の
一
般
的

動
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、｢

現
在
の
問
題｣

は
ど
の
よ

う
な
性
質
の
も
の
か

そ
う
い
っ
た
点
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
思
想
家
が
書
い
て
い
る

こ
と
は
有
益
な
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
り
、

彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
自
分
の
思
想
を
、
あ
る
い
は
行
動
を
修
正

す
る
根
拠
と
な
り
う
る
の
で
は
と
予
想
し
た
り
す
る
こ
と

そ
う

し
た
こ
と
は
、
愚
に
も
つ
か
ぬ
、
お
め
で
た
い
態
度
と
し
て
斥
け
ら

れ
る
だ
ろ
う(

�)

。

私
自
身
も
、
こ
の
ル
イ
ス
の
批
評
は
い
さ
さ
か
耳
が
痛
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
私
自
身
も
、
哲
学
論
文
と
称
す
る
も
の
を
書
く
と
き
、
そ
こ
で
問

題
に
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、｢

そ
の

思
想
家
は
誰
か
ら
影
響
を
受
け
た
か
、
彼
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
彼
の
ほ

か
の
著
書
の
う
ち
の
言
説
と
ど
の
程
度
に
矛
盾
が
な
い
か｣

云
々
、
と
い
っ

た
こ
と
が
大
半
で
あ
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
私

自
身
は
、
そ
う
い
う
研
究
は
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
な

ぜ
大
事
な
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢

そ
の
著
書

が
真
実
を
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と｣

、
あ
る
い
は

｢

こ
の
思

想
家
が
書
い
て
い
る
こ
と
は
有
益
な
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い

か｣
と
か
、｢

彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と
が
自
分
の
思
想
を
、
あ
る
い
は
行

動
を
修
正
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
の
で
は｣

な
い
か
、
と
か
と
考
え
た
り

す
る
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
目

的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
哲
学
研
究
と
し
て
は
、
本
末
転
倒
で
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は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
せ
っ
か
く
曲
が
り
な
り
に
も
哲
学
を

学
ん
で
い
る
者
と
し
て
、
何
と
も

｢

寂
し
い(

�)｣

こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

１

哲
学
研
究
者
と
哲
学
者

さ
て
、
ど
う
し
て
こ
う
も
長
々
と
、
九
鬼
自
身
に
は
直
接
関
係
の
な
さ

そ
う
な
話
を
前
置
き
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
一
つ
は
本

日
の
講
演
の
趣
旨
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
実
は
、
今
お
話
し
し
た
両
面

つ
ま
り
、

厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
史
研
究
と
い
う
側
面
と
、
哲
学
は
読
み
手
の
生

き
方
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面

、
ま
さ
に
そ
の
両

面
を
豊
か
に
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
九
鬼
周
造
と
い
う
人
の

哲
学
の
、
一
つ
の
大
き
な
魅
力
で
も
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
か
ら
で

す
。と

い
う
の
は
、
九
鬼
周
造
と
い
う
哲
学
者
に
は
、
有
名
な

『｢
い
き｣

の
構
造』

や

『

偶
然
性
の
問
題』

と
い
っ
た
、
彼
自
身
の
哲
学
的
関
心
を

主
題
化
し
た
著
作
以
外
に
も
、『

西
洋
近
世
哲
学
史
稿』

や

『

現
代
フ
ラ

ン
ス
哲
学
講
義』

、
あ
る
い
は
単
行
本
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が

｢

ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論｣

と
い
っ
た
、
哲
学
や
哲
学
史
の
研
究
な

い
し
解
説
の
著
作
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
彼
の
京

都
大
学
で
の
講
義
ノ
ー
ト
が
、
彼
の
死
後
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

｢

こ
れ
が
講
義
ノ
ー
ト
な
の
か
？｣

と
目
を
疑
う
よ
う
な
、
極
め
て
綿
密

か
つ
体
系
的
に
整
理
さ
れ
た
も
の
で
す
。
私
自
身
、
何
人
か
の
先
生
か
ら

口
を
揃
え
て
、｢

哲
学
史
を
勉
強
す
る
な
ら
九
鬼
の
講
義
録
を
読
み
な
さ

い
。
あ
れ
ほ
ど
厳
密
で
正
確
な
哲
学
史
の
解
説
は
な
い｣

と
い
う
ふ
う
に

勧
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
厳
密
で
正
確
な
哲
学
史
研
究

と
い
う
の
が
、
九
鬼
の
仕
事
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
学
者
た
ち
も
口
を
揃
え
て
そ
う
評

し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
今
挙
げ
た
の

『

西
洋
近
世
哲
学
史
稿』

を
編
集

し
た
の
は
、
彼
の
い
ち
ば
ん
の
親
友
で
、
こ
の
甲
南
大
学
さ
ん
に
九
鬼
周

造
文
庫
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
っ
た
天
野
貞
祐
先
生
で
す
が
、
そ
の
天
野
が

｢

あ
と
が
き｣

の
中
で
、
こ
の
講
義
ノ
ー
ト
の
編
集
作
業
を
回
顧
し
て
、

こ
う
書
い
て
い
ま
す
。｢

英
独
仏
語
は
も
ち
ろ
ん
古
典
語
も
達
者
で
さ
ま

ざ
ま
な
引
用
が
あ
り｣

、｢

し
か
も
何
事
に
も
実
に
精
密
で
、
私
な
ど
の
考

か
ら
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
事
柄
に
至
る
迄
す
べ
て
正
確
綿
密

を
極
め
た
学
者
の
草
稿｣

を
整
理
す
る
の
は
本
当
に
大
変
な
仕
事
だ
っ
た
、

と(

�)

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
厳
密
さ
は
、
内
容
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
形
式
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
講
義
ノ
ー
ト
と
い
う
性
格
の
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
の
ど
の
本
の
何
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
か
、

こ
の
指
摘
は
誰
が
ど
こ
に
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た

こ
と
が
、
事
細
か
に
注
記
さ
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
種
の
厳
密
さ
は
、
他
の
す
べ
て
の
著
作
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
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様
で
す
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
例
え
ば
同
時
代

の
西
田
幾
多
郎
と
は
非
常
に
好
対
照
で
す
。
西
田
の
場
合
、
特
に
何
の
注

記
も
出
典
も
示
さ
な
い
で
、
例
え
ば

｢

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
こ
う
言
っ

て
い
る｣

と
か
と
書
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
現
代
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

研
究
者
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ど
こ
で
言
っ
て
い
た

か
し
ら
と
思
っ
て
、
一
生
懸
命
探
し
て
み
て
も
、
結
局
ど
こ
に
も
書
い
て

い
な
い
。
ど
う
や
ら
完
全
に
、
西
田
自
身
の
哲
学
の
中
に
、
い
わ
ば
換
骨

奪
胎
さ
れ
て
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
人
、
つ

ま
り
誰
が
ど
う
言
っ
て
い
る
と
か
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身

で
思
索
す
る
人
の
こ
と
を
、
し
ば
し
ば

｢

哲
学
者
タ
イ
プ｣

と
言
っ
た
り

し
ま
す
が
、
西
田
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
鬼
は

そ
う
い
う
こ
と
は
絶
対
に
し
ま
せ
ん
。
再
び
天
野
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

彼
の
哲
学
研
究
の
態
度
は

｢

飽
く
ま
で
も
没
主
観
的
客
観
的
科
学
的(

�)｣

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
九
鬼
は
典
型
的
な

｢

哲
学
研
究
者
タ
イ
プ｣

で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

こ
う
い
う
彼
の
、
あ
く
ま
で
も
客
観
的
な
正
確
さ
を
期
そ
う
と
す
る
、

非
常
に
厳
密
な
哲
学
研
究
者
と
し
て
の
態
度
は
、
一
方
で
は
、
ま
さ
に
哲

学
研
究
の
お
手
本
の
よ
う
だ
と
、
非
常
に
高
く
評
価
す
る
人
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
他
方
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
面
白
み
に
欠
け
る
、
と
い
う
声

を
聞
く
こ
と
も
ま
た
、
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
西
田
幾
多
郎
や
、

田
辺
元
、
西
谷
啓
治
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
京
都
学
派
の
い
わ
ば｢

本
流｣

の
哲
学
者
た
ち
と
比
べ
る
と
、
彼
ら
は
ま
さ
に
人
間
の
生
死
を
切
実
に
問

う
よ
う
な
、
ぎ
り
ぎ
り
の
切
迫
し
た
苦
悩
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
を

展
開
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ど
う
も
九
鬼
に
は
そ
う
い
う
切
実
さ
や
切

迫
性
が
希
薄
で
、
ど
こ
か
一
歩
引
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
さ
に

文
字
ど
お
り

｢

客
観
的
科
学
的｣

で
、
な
に
や
ら
無
味
乾
燥
な
論
理
分
析

を
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
せ
い
か
、
彼
の
渾
身
の
主

著
で
あ
る

『

偶
然
性
の
問
題』

に
し
て
も
、｢

退
屈
で
つ
ま
ら
な
い｣

｢

昔

一
応
は
読
ん
だ
が
あ
ま
り
よ
く
覚
え
て
い
な
い｣

｢

途
中
で
挫
折
し
た｣

等
々
と
い
っ
た
声
を
耳
に
す
る
こ
と
も
、
実
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
要

す
る
に
、｢

彼
は
哲
学
史
の
研
究
者
や
解
説
者
と
し
て
は
優
れ
て
い
た
が
、

自
ら
思
索
す
る
哲
学
者
と
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か｣

と
い
う
よ
う
な
評
価

が
、
一
方
に
根
強
く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
問
う
て
み
た

い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
九
鬼
が
、｢

哲
学
と
は
何
か｣

を
学
生

た
ち
に
講
じ
た
講
義
ノ
ー
ト
の
中
に
、
例
え
ば
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い

ま
す
。我

々
は
何
等
か
の
意
味
で
現
代
の
問
題
を
捕
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

哲
学
を
研
究
す
る
も
の
は
現
代
の
問
題
に
悩
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
そ
う
し
て
一
方
に
現
代
の
哲
学
上
の
問
題
が
哲
学
史
の
背
景

な
く
し
て
は
理
解
出
来
な
い
様
に
、
他
方
に
は
又
現
代
の
哲
学
問
題

の
理
解
を
有
た
な
け
れ
ば
哲
学
史
の
攻
究
は
徒
労
で
あ
る
。
哲
学
史
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を
単
な
る
哲
学
史
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
世
の
好
事
家
に
委
ね
て

置
け
ば
よ
い
。
哲
学
の
学
徒
は
狐
に
憑
か
れ
た
者
の
様
に
哲
学
の
問

題
の
た
め
に
病
み
且
つ
悩
む
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
九
鬼
は
は
っ
き
り
と
、｢

哲
学
史
を
単
な
る
哲
学
史
と

し
て
研
究
す
る
こ
と｣
は

｢
徒
労｣

で
あ
り
、
そ
ん
な
も
の
は
せ
い
ぜ
い

単
な
る
物
好
き
の
や
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、｢

単
な
る
哲
学
史

研
究｣

は

｢

哲
学｣

で
は
な
い
の
だ
と
断
言
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
哲

学
と
い
う
も
の
は
、
現
代
の
問
題
に
苦
悩
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
何
か
し
ら
現
代
の
問
題
へ
の
苦
悩
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
こ

そ
が
あ
く
ま
で
も
哲
学
の
本
質
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
哲
学
史
の
研
究
は
、

そ
の
現
代
の
問
題
を
、
ま
さ
に
問
題
と
し
て
捉
え
る
た
め
の
背
景
と
し
て
、

必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
私

が
本
日
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
こ
と
と
、
基
本
的
に
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い

る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
哲
学
史
の
研
究
が
不
要
で
あ

る
と
か
、
哲
学
史
を
勉
強
し
な
く
て
も
哲
学
は
で
き
る
、
な
ど
と
い
う
わ

け
で
は
全
然
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
問
題
を
問
題

と
し
て
捕
ま
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、

問
題
を
問
題
と
し
て
正
し
く
捉
え
、
正
し
く
考
え
る
た
め
の
手
段
で
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
哲
学
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
、
何
か
我
々
が
生
き
る
と

い
う
こ
と
に
深
く
食
い
入
る
よ
う
な
苦
悩
な
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。

さ
ら
に
、
同
じ
と
こ
ろ
で
、
彼
は
こ
ん
な
ふ
う
に
も
書
い
て
い
ま
す
。

哲
学
は
個
性
の
体
験
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
固
よ
り
体
験

其
物
で
は
な
い
が
、
体
験
に
基
い
た
認
識
で
あ
る
。｢

偉
大
な
る
思

想
は
心
か
ら
来
る｣

。
そ
う
し
て
事
物
の
深
い
心
の
鼓
動
と
共
鳴
す

る
に
は
深
刻
な
体
験
に
依
ら
な
け
れ
ば
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
パ
ス

カ
ル
は

｢

呻
き
な
が
ら
索
ね
る
者
の
外
は
自
分
は
承
認
す
る
こ
と
は

出
来
ぬ｣

と
云
っ
た
。
凡
そ
人
間
の
悩
み
か
ら
生
れ
、
人
間
の
悩
み

に
訴
え
る
哲
学
で
な
け
れ
ば
生
命
を
有
っ
た
哲
学
で
は
な
い
。
安
価

な
光
と
素
朴
な
白
昼
に
安
ん
じ
て
居
る
者
に
は
哲
学
は
生
れ
て
来
な

い
。
胸
に
暗
黒
な
も
の
を
有
っ
て
、
暗
黒
の
た
め
に
悩
ま
な
け
れ
ば

哲
学
ら
し
い
哲
学
は
生
れ
て
来
な
い(

�)

。

こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
九
鬼
が
、
単
な
る
哲
学
史
研
究
や
、
単
な

る
客
観
的
科
学
的
な
論
理
分
析
に
終
始
す
る
よ
う
な
哲
学
を
、
す
る
わ
け

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
何
か
、
彼
自
身
が
抱
え
た
胸
の
暗
黒
や
苦
悩
、

し
か
も
彼
の
独
自
な
体
験
に
基
づ
い
た
そ
れ
が
、
問
わ
れ
て
い
る
は
ず
で

す
。
そ
し
て
実
際
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
つ
ま
り
彼
が
結
局

の
と
こ
ろ
哲
学
に
よ
っ
て
何
を
問
い
た
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
読

み
手
で
あ
る
我
々
に
も
ま
さ
に
問
題
と
し
て
捕
ま
え
ら
れ
て
く
る
と
、
一

見
、
先
ほ
ど
の
天
野
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

｢

ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
思
わ
れ

る
事
柄
に
至
る
迄
す
べ
て
正
確
綿
密
を
極
め
た｣

彼
の
無
味
乾
燥
で
退
屈
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に
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
記
述
の
一
つ
一
つ
が
、
実
は
そ
れ
ら
は
ど
れ
も

抜
き
差
し
な
ら
な
い
問
い
を
問
う
た
め
に
必
要
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
て
、
い
わ
ば
生
命
を
も
っ
て
く
る
よ
う
な
感
覚
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
九
鬼
自
身
の

｢

個
性
の
体
験｣

に
基
礎
を
も
つ
人
生
上
の
生
々
し
い
問
い
と
、
あ
く
ま
で
も
厳
密
で
客
観

的
な
哲
学

(

史)

研
究
と
の
両
面
が
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
九
鬼
周
造
と
い
う
人
の
哲
学
の
い
ち
ば
ん
の
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
、

私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

２

な
ぜ

｢

偶
然
性｣

だ
っ
た
の
か

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
彼
の
哲
学
の
根
本
に
あ
っ
た｢

暗
黒
な
も
の｣

、

そ
し
て
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
彼
の

｢
個
性
の
体
験｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
簡
単
に
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

幸
い
な
こ
と
に
と
言
う
べ
き
か
、
彼
は
哲
学
論
文
の
ほ
か
に
、
か
な
り

多
く
の
随
筆
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
彼
の
人
生
上
の
様
々
な
体

験
が
、
か
な
り
率
直
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
意
外
に
大
事
な

こ
と
で
、
実
は
彼
に
と
っ
て
、
随
筆
と
哲
学
と
は
、
い
わ
ば
相
補
い
合
う

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
見

た
よ
う
に
、
彼
は
哲
学
と
は
、｢

個
性
の
体
験
か
ら
生
れ
る｣

も
の
で
あ

り
、｢

体
験
其
物
で
は
な
い
が
、
体
験
に
基
い
た
認
識
で
あ
る｣

と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
簡
単
に
言
う
と
、
そ
の

｢

個
性
の
体
験｣

を
、

｢

体
験
其
物｣

と
し
て
、
な
る
べ
く

｢

あ
り
の
ま
ま
に｣

記
述
す
る
の
が
、

彼
に
と
っ
て
の
随
筆
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の

｢

体
験
其
物｣

に
論
理

的
分
析
と
概
念
的
言
表
を
加
え
る
の
が
哲
学
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
実
際
、
彼
は
別
の
と
こ
ろ
で
、｢

哲
学
は
体
験
存
在
を
有

り
の
儘
に
把
握
し
た
上
で
更
に
そ
れ
を
論
理
的
判
断
の
形
で
言
表
す
る
こ

と
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る(

�)｣

と
か
と
い
う
ふ
う
に
も
言
っ
て
い

ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
た
ち
は
彼
の
随
筆
か
ら
、
彼
の
哲
学
の
根

本
に
あ
っ
た
体
験
や
苦
悩
の
あ
り
よ
う
を
、
か
な
り
如
実
に
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
や
ら
、
と
り
わ
け
彼
の
青

少
年
時
代
の
体
験
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
彼
の
生
い
立
ち
を
簡
単
に
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も

そ
も
、
彼
の

｢

九
鬼｣

と
い
う
名
字
は
大
変
珍
し
い
も
の
で
す
が
、
わ
り

あ
い
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
家
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
国
時
代
に

織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
九
鬼
嘉
隆
と
い
う
武
将
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
九
鬼
嘉
隆
は
当
時
の
い
わ
ゆ
る
海
賊
で
あ
り
ま

し
て
、
水
軍
を
率
い
て
織
田
・
豊
臣
に
仕
え
て
活
躍
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

関
ヶ
原
の
戦
い
の
際
に
は
、
嘉
隆
が
西
軍
、
息
子
の
守
隆
が
東
軍
に
付
く

と
い
う
形
で
家
の
存
続
を
図
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
、
息
子
の
守
隆
の
ほ

う
が
徳
川
家
の
下
で
鳥
羽
藩
の
大
名
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
お
家
騒
動

が
あ
っ
て
、
九
鬼
家
は
摂
津
三
田
藩
と
丹
波
綾
部
藩
に
移
封
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
両
藩
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
存
続
し
ま
し
た
。
九
鬼
周
造
は
そ
の
子
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孫
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
華
族
の
家
柄
で
、
彼
の
父
の
隆
一
は
男
爵
に
叙

せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
九
鬼
と
親
交
が
あ
っ
た
人
た
ち
は
皆
、
口
を
揃
え

て
、
と
に
か
く
九
鬼
先
生
は
雰
囲
気
や
立
ち
居
振
る
舞
い
に
気
品
が
あ
っ

て
貴
族
的
な
人
だ
っ
た
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
西
洋
留
学
中
は
バ
ロ
ン
・

九
鬼
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
か
自
称
し
て
い
た
と
か
と
い
う
話
も
伝
わ
っ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
は
い
わ
ば
、
文
字
ど
お
り
の
貴
族
で
あ
っ
た
わ

け
で
す
。

当
然
、
非
常
に
裕
福
で
、
外
面
的
物
質
的
に
は
大
変
恵
ま
れ
た
境
遇
で

し
た
。
ど
れ
く
ら
い
裕
福
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
彼
は
西
洋
留
学

中
に
、
当
時
失
職
し
て
い
た
新
カ
ン
ト
派
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
を
、
多
額
の
報

酬
を
支
払
っ
て
家
庭
教
師
と
し
て
雇
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
お
か

げ
で
失
職
し
て
い
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
随
分
生
活
が
助
か
っ
た
と
い
う
話
も

伝
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
だ
い
た
い
、
私
費
で
足
掛
け
八
年
も
留
学
し

て
い
て
、
帰
国
し
た
の
も
、
天
野
か
ら

｢

い
い
か
げ
ん
そ
ろ
そ
ろ
帰
っ
て

き
て
日
本
の
学
問
の
た
め
に
尽
く
し
て
く
れ
な
い
か｣

と
言
わ
れ
て
、
ほ

と
ん
ど
し
ぶ
し
ぶ
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
経
済
的
な

苦
労
と
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
う
い
っ
た
点

も
、
西
田
幾
多
郎
を
は
じ
め
、
わ
り
あ
い
当
時
の
京
都
学
派
の
哲
学
者
た

ち
は
、
決
し
て
裕
福
で
は
な
い
中
で
苦
学
し
て
哲
学
を
学
ん
だ
人
が
多
か
っ

た
で
す
か
ら
、
九
鬼
は
か
な
り
異
質
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
こ
う
い

う
と
こ
ろ
も
、
彼
の
哲
学
は
ど
こ
か
高
踏
的
で
い
け
好
か
な
い
、
と
い
う

よ
う
な
印
象
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
し
か
し
他
方
で
、
彼
の
内
面
的
精
神
的
な
生
活
は
、

決
し
て
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
つ
ら
い
体
験
を
し
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
彼
の
家
庭
環
境
の
複
雑
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
し
た
。

と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
の
で
ご
存
じ
の
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
彼
は
あ
の
岡
倉
覚
三

(

天
心)

と
の
間
に
、
複

雑
な
関
係
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
周

造
の
父
の
九
鬼
隆
一
は
、
慶
應
義
塾
で
学
ん
だ
の
ち
、
文
部
省
に
出
仕
し

て
、
一
時
は

｢

文
部
省
の
九
鬼
か
、
九
鬼
の
文
部
省
か｣

と
さ
さ
や
か
れ

る
ほ
ど
出
世
し
て
権
勢
を
ふ
る
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
初
代
文
部
大
臣
の

座
を
森
有
礼
と
争
っ
て
敗
れ
る
と
、
彼
は
特
命
全
権
公
使
と
し
て
ワ
シ
ン

ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
赴
任
し
ま
す
。

こ
の
九
鬼
隆
一
と
い
う
人
物
は
、
特
に
文
化
政
策
の
方
面
で
活
躍
し
た

政
治
家
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
例
え
ば
古
社
寺
保
存
法

(

今
の

重
要
文
化
財
保
護
法)

を
制
定
し
て
伝
統
的
な
文
化
財
を
保
存
し
よ
う
と

し
た
の
も
彼
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
、
岡
倉
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

支
援
し
て
、
二
人
は
盟
友
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
岡
倉
が
、
隆
一
の
妻
、
周
造
の
母
親
で
あ
る
波
津
と

い
う
女
性
と
、
い
わ
ゆ
る
不
倫
の
関
係
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

も
、
そ
れ
は
周
造
の
誕
生
が
き
っ
か
け
で
も
あ
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

ワ
シ
ン
ト
ン
在
任
中
に
、
波
津
が
周
造
を
身
籠
っ
て
、
日
本
で
出
産
す
る

た
め
に
波
津
だ
け
が
日
本
に
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
に
、
た
ま

た
ま
時
を
同
じ
く
し
て
岡
倉
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
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ま
し
た
の
で
、
い
わ
ば
岡
倉
が
波
津
の
エ
ス
コ
ー
ト
役
と
し
て
、
日
本
ま

で
同
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
二
人
は
そ
の
関
係
に

陥
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
波
津
と
岡
倉
と
の
関
係
を
、
隆
一
も
事
実
上
黙
認
し
て
い
て
、
帰

国
後
も
、
隆
一
と
波
津
は
別
居
の
状
態
で
、
波
津
の
邸
宅
に
は
岡
倉
が
頻

繁
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
周
造
は
父
と
母
の
家
を
行
き
来
す
る
よ
う

な
生
活
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
う
い
う
環
境
の
中
で
、
岡
倉
を

｢

お
じ

さ
ま｣

と
呼
ん
で
慕
っ
て
い
て
、
岡
倉
も
随
分
周
造
を
可
愛
が
っ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
様
子
は
、
周
造
の
晩
年
の
随
筆
で
あ
る

｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思

出｣

な
ど
に
か
な
り
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
て
、
非
常
に
印
象
深
い
も
の
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

或
る
時
、
私
が
風
邪
を
引
い
て
寝
な
が
ら
絵
本
を
見
て
い
た
。
廉
頗

と
藺
相
如
と
が
刎
頸
の
交
を
す
る
画
も
あ
っ
た
。
岡
倉
氏
は
そ
の
説

明
を
し
て
く
れ
て
ど
う
だ
伯
父
さ
ん
と
刎
頸
の
交
を
し
よ
う
じ
ゃ
な

い
か
と
云
っ
て
私
の
小
さ
い
腕
を
ギ
ュ
ッ
と
掴
ん
だ
。
私
は
そ
の
時

だ
け
は
こ
わ
い
伯
父
さ
ま
だ
と
思
っ
た(

�)

。

岡
倉
氏
自
身
も
支
那
人
が
驢
馬
に
乗
っ
て
い
る
画
を
私
に
描
い
て
く

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
画
も
ま
だ
あ
り
あ
り
と
覚
え
て
い
る
。
岡

倉
氏
は
ま
た
お
父
さ
ん
に
云
っ
て
驢
馬
を
買
っ
て
も
ら
っ
て
あ
げ
よ

う
。
驢
馬
に
乗
っ
て
学
校
へ
通
え
ば
い
い
と
云
っ
た
。
私
は
い
つ
三

年
町

[

隆
一
の
家]

か
ら
驢
馬
が
来
る
か
来
る
か
と
待
っ
て
い
た
が
、

驢
馬
は
と
う
と
う
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
岡
倉
氏
は
小
供
に
は
ブ

ラ
ン
コ
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
だ
。
お
父
さ
ん
に
云
っ
て
こ
し
ら
え

て
も
ら
っ
て
あ
げ
よ
う
と
云
っ
た
。
間
も
な
く
庭
の
真
中
に
ブ
ラ
ン

コ
が
で
き
た(

�)

。

こ
の
よ
う
な
回
想
か
ら
は
、
周
造
が
あ
た
か
も
岡
倉
を

｢

も
う
一
人
の

父｣

の
よ
う
に
慕
っ
て
い
た
よ
う
な
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
実
際
、
こ
ん
な
回
想
も
あ
り
ま
す
。

岡
倉
氏
は
筑
波
山
へ
狩
猟
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

氏
の
長
男
一
雄
氏
と
私
の
兄
と
私
の
四
人
で
行
っ
た
。
山
中
で
道
に

迷
っ
て
困
っ
た
こ
と
や
、
馬
に
乗
っ
て
山
麓
の
畑
中
を
行
っ
た
こ
と

な
ど
を
覚
え
て
い
る
。
茶
店
で
休
ん
だ
と
き
、
店
の
婆
さ
ん
が
岡
倉

氏
と
私
と
を
見
較
べ
て
、
ま
あ
坊
ち
ゃ
ん
は
お
父
さ
ん
に
よ
く
似
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
お
世
辞
を
云
っ
た
。
岡
倉
氏
は
黙
っ
て
た
だ
笑
っ

て
い
た(

�)

。

お
そ
ら
く
、
周
造
は
、
本
当
に
自
分
は
隆
一
の
子
な
の
か
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
自
分
は
岡
倉
の
子
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、

岡
倉
が
自
分
の
父
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
ふ
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う
に
思
っ
た
こ
と
く
ら
い
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
こ
こ
に
は
、
自
分
が

｢

こ
の｣

自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
不
確

か
さ
の
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
か
ら
は
、
自
分
が

｢

こ

の｣

自
分
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
、｢

他
で
も
あ
り
得
た｣

可
能
性
、
と

い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
実
は
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に

｢

偶
然

性｣

と
い
う
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
複
雑
な
家
庭
環
境
の
中
で
、
周

造
は
少
年
の
頃
か
ら
、
後
に
そ
う
い
っ
た
概
念
と
へ
結
実
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
様
々
な
想
念
を
、
思
い
巡
ら
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。

さ
て
、
他
方
で
、
こ
う
い
う
環
境
で
す
か
ら
大
い
に
あ
り
得
そ
う
な
こ

と
だ
と
も
思
い
ま
す
が
、
周
造
は
今
風
に
い
う
と
こ
ろ
の
マ
マ
っ
子
と
言

い
ま
す
か
、
わ
り
あ
い
母
親
に
甘
え
る
タ
イ
プ
の
子
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

｢

わ
た
し
は
母
に
は
随
分
甘
え
て
い
た
。
風
呂
へ
は
母
に
入
れ
て
も
ら
っ

て
い
た
。
マ
マ
の
こ
こ
か
ら
生
れ
た
の
だ
と
云
っ
て
母
が
へ
そ
の
あ
た
り

を
指
し
た
こ
と
も
あ
っ
た(

�)｣

と
彼
は
書
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
最
愛
の
母
親
が
、
つ
ら
い

｢

悲
惨
な
運
命｣

に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
一
八
九
八
年
、
つ
ま
り
周
造
が
十
才
の
と
き
で
す
が
、

い
わ
ゆ
る
美
術
学
校
騒
動
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
、
岡
倉
の
東
京
美
術

学
校
追
放
が
画
策
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
に
、
岡
倉
の
人
格
を
誹
謗
中
傷

す
る
怪
文
書
が
出
回
り
、
岡
倉
は
人
の
妻
女
を
強
姦
す
る
獣
の
よ
う
な
人

間
だ
と
い
う
表
現
で
、
波
津
と
の
不
倫
関
係
が
仰
々
し
く
暴
露
さ
れ
て
、

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
せ
い
で
、
こ
れ
ま
で
二

人
の
関
係
を
黙
認
し
て
い
た
隆
一
も
、
波
津
を
岡
倉
か
ら
引
き
離
す
べ
く

京
都
に
住
ま
わ
せ
、
し
か
し
波
津
は
す
ぐ
に
逃
げ
帰
り
、
と
い
っ
た
具
合

に
、
九
鬼
家
は
に
わ
か
に
混
乱
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
隆

一
と
波
津
の
離
縁
が
成
立
し
た
一
方
で
、
岡
倉
は
波
津
と
の
関
係
を
絶
ち

ま
す
。
そ
う
し
て
、
騒
動
で
心
身
が
疲
弊
す
る
中
で
、
隆
一
と
も
岡
倉
と

も
引
き
離
さ
れ
て
孤
立
し
て
し
ま
っ
た
波
津
は
、
や
が
て
重
い
精
神
疾
患

に
陥
っ
て
精
神
病
院
に
入
院
し
て
し
ま
い
ま
す
。
彼
女
は
結
局
、
そ
の
ま

ま
そ
こ
で
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
と
き
の
母
親
の
姿
が
、
生
涯
、
周
造
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
離
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
随
筆
に
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

或
る
日
曜
の
朝
早
く
起
き
て
母
の
家
の
庭
で
一
人
で
遊
ん
で
い
る
と

岡
倉
氏
が
家
か
ら
出
て
門
の
方
へ
行
か
れ
る
の
と
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
顔
を

見
合
わ
せ
た
。
そ
の
時
の
具
体
的
光
景
は
私
の
脳
裏
に
は
っ
き
り
印

象
さ
れ
て
い
る
が
、
語
る
に
忍
び
な
い
。
間
も
な
く
母
は
父
か
ら
離

縁
さ
れ
、[

や
が
て
発
狂
し
た(

�)]

。

最
後
の｢

や
が
て
発
狂
し
た｣

と
い
う
箇
所
は
、
全
集
版
で
は｢

…
…｣

と
三
点
リ
ー
ダ
ー
で
潰
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
私
は
実
見
で
き
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
の
甲
南
大
学
さ
ん
の
九
鬼
周
造
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
原

稿
で
は
、｢
や
が
て
発
狂
し
た｣

と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す(

�)

。
そ
れ
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は
と
も
か
く
、
こ
の
随
筆
が
書
か
れ
た
の
は
周
造
が
五
十
才
頃
の
こ
と
で

す
。
そ
れ
で
も

｢

そ
の
時
の
具
体
的
光
景
は
私
の
脳
裏
に
は
っ
き
り
印
象

さ
れ
て
い
る｣
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
本
当
に
、
一
生
焼
き
付
い
て
離

れ
な
か
っ
た
、
お
そ
ら
く
は
ほ
と
ん
ど
ト
ラ
ウ
マ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
事
件
の
後
、
周
造
は
岡
倉
と
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
つ
て
は

｢

お
じ
さ
ま｣

と
呼
ん
で
慕
っ
て
い

た
彼
と
も
、
す
っ
か
り
疎
遠
に
な
り
ま
す
。
の
ち
に
周
造
が
東
京
帝
大
に

在
学
し
て
い
た
頃
は
、
ち
ょ
う
ど
岡
倉
が
東
洋
美
術
史
の
講
義
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
周
造
は

｢

私
的
の
感
情
に
支
配
さ
れ
て
遂
に
一
度
も
聴
か

な
か
っ
た｣

と
書
い
て
い
ま
す
。
一
度
構
内
で
す
れ
違
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
と
き
も

｢

下
を
向
い
た
ま
ま
で
お
辞
儀
も
し
な
い

で
行
き
違
っ
て
し
ま
っ
た｣

。｢

私
が
い
っ
た
い
ひ
っ
こ
み
思
案
だ
か
ら
で

も
あ
る
が
、
母
を
悲
惨
な
運
命
に
陥
れ
た
人
と
い
う
念
も
あ
っ
て
氏
に
対

し
て
は
複
雑
な
感
情
を
有
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る｣

と(

�)
。

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
こ
で｢

悲
惨
な
運
命｣

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
、
い
っ
た
い
ど
う

し
て
、
母
は
こ
の
よ
う
な
運
命
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
い
や
、
そ
も

そ
も
運
命
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
は
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
な
の

か
。
そ
れ
と
も
、
単
な
る
偶
然
の
結
果
な
の
か
。
偶
然
だ
と
す
れ
ば
、
そ

う
な
ら
な
い
可
能
性
も
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
母
が

岡
倉
と
出
会
わ
な
い
可
能
性
も
あ
っ
た
し
、
岡
倉
と
平
和
に
暮
ら
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
っ
た
。
他
の
無
数
の
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な

ぜ
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
悲
惨
な
現
実
が
、
現
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
か
。
そ
こ
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
か
…
…
。
周
造
な
ら
ず
と
も
、
我
々

も
何
か
、
ま
っ
た
く
意
図
し
な
か
っ
た
悲
惨
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
場
合
、

こ
の
よ
う
な
問
い
を
抱
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
問
い

は
、
先
ほ
ど
見
た
、
自
分
が

｢

こ
の｣

自
分
で
な
か
っ
た
可
能
性
、
と
い

う
問
題
と
も
、
畢
竟
、
根
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
言
で

言
え
ば
、
こ
れ
は
、
な
ぜ
現
実
が

｢

こ
の｣

現
実
で
あ
る
の
か
、
と
い
う

問
い
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
九
鬼
は
主
に
青
少
年
時
代
の
数
奇
な
体
験
に
基
づ

い
て
、
い
わ
ば
、
現
実
が

｢

こ
の｣

現
実
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

な
ぜ
他
の
現
実
で
は
な
く

｢

こ
の｣

現
実
な
の
か
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
言

え
ば
、
不
幸
な
現
実
、
悲
惨
な
現
実
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

人
間
は
、
い
っ
た
い
い
か
に
そ
の
現
実
を
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
。
あ
る
い

は
、
そ
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
問
い

を
、｢

暗
黒
な
も
の｣

と
し
て
、
胸
に
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
い
は
、｢

必
然
と
偶
然｣

｢

運
命

と
自
由｣

と
い
っ
た
、
哲
学
史
上
、
二
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
問
わ
れ
続

け
て
き
た
哲
学
問
題
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
単
に
西
洋
哲
学

史
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
思
想
を
中
心
と
し
た
東
洋
思
想
も
ま
た
、
問
い
続

け
て
き
た
問
い
で
も
あ
り
ま
す
。
最
初
に
見
た
よ
う
に
、
九
鬼
は

｢

現
代
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の
哲
学
上
の
問
題
は
哲
学
史
の
背
景
な
く
し
て
は
理
解
出
来
な
い｣

と
述

べ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
彼
は
、
自
身
の
個
性
の
体
験
を
、
単
に

個
人
的
な
体
験
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
史
上
の

問
い
と
し
て
、
い
わ
ば
問
題
化
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
何
等
か
彼
な
り
の

解
答
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
、
哲
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
か
け
る
こ
と

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

４

偶
然
を

｢

運
命｣

に
変
え
る

さ
て
、
で
は
彼
は
、
そ
の
問
題
に
、
ど
の
よ
う
な
解
答
を
、
ど
の
よ
う

に
し
て
与
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
今
こ

こ
で
お
話
し
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
、
本
日
の
私
の
講
演

を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
少
し
な
り
と
も
ご
関
心
を
抱
い
て
く
だ
さ
っ
た
方

は
、
ぜ
ひ
と
も
九
鬼
自
身
の
著
作
、
中
で
も
か
ね
て
申
し
て
お
り
ま
す

『

偶
然
性
の
問
題』

を
繙
い
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際

彼
は
、『

偶
然
性
の
問
題』

を
書
き
終
え
た
頃
、
こ
の
よ
う
な
短
歌
を
詠

ん
で
い
ま
す
。

偶
然
論
も
の
し
お
は
り
て
妻
に
い
ふ
い
の
ち
死
ぬ
と
も
悔
ひ
心
な
し

一
巻
に
わ
が
半
生
は
こ
も
れ
ど
も
繙
く
人
の
幾
た
り
あ
ら
む(

�)

ま
さ
に
こ
の
一
巻
に
、
彼
の
半
生
、
つ
ま
り
青
年
時
代
以
来
の
彼
の
苦

悩
に
対
す
る
哲
学
的
解
答
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

｢

い
の
ち
死
ぬ
と
も
悔
ひ
心
な
し｣

な
の
で
し
ょ
う
。｢

繙
く
人
の
幾
た
り

あ
ら
む｣

と
彼
は
詠
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
、
一
人
で
も
多
く
の

方
に
繙
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
か
に
も
尻
切
れ
ト

ン
ボ
で
す
の
で
、
過
程
は
一
切
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、
結
論

の
部
分
だ
け
は
、
ご
く
簡
単
に
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

簡
単
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
彼
は
結
局
、
偶
然
性
と
い
う
哲
学
問

題
に
対
す
る
最
終
的
な
結
論
を
、
一
種
の
実
践
哲
学
と
し
て
提
示
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
ま
さ
に
、
最
後
は
個
々
人
の｢

生
き
方｣

の
問
題
に
な
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
れ
を

｢

運
命｣

と
い
う
概
念
で
呼

び
表
し
ま
す
。

こ
こ
が
彼
の
偶
然
論
の
非
常
に
独
特
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
彼
が

最
終
的
に
示
す

｢

運
命｣

と
い
う
概
念
は
、
実
は
一
種
の
実
践
的
な
概
念

な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ま
り
ま
だ
九
鬼
研
究
に
お
い
て
一
般
的
な

理
解
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
そ
う
で
あ
る

と
私
は
思
っ
て
い
ま
す(

�)

。
つ
ま
り
、
通
常
、
私
た
ち
は
よ
く
、｢

偶
然

か
、
運
命
か｣

と
問
う
た
り
し
ま
す
し
、
実
際
哲
学
史
上
で
も
そ
う
問
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の

｢

運
命｣

は
、
必
然
性
と
ほ
と
ん
ど
同
義

で
す
。
日
常
的
に
も
、｢

こ
れ
は
私
の
運
命
だ
っ
た
の
だ｣

と
い
う
言
い

方
を
す
る
と
き
、
そ
の
場
合
の

｢

運
命｣

と
い
う
概
念
は
、
あ
ら
か
じ
め
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そ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
そ

れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
も
の
、
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
す
な
わ

ち
必
然
性
で
す
。
通
常
の
哲
学
史
に
お
い
て
も
、｢

運
命
論｣

と
言
え
ば
、

す
べ
て
が
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
、
い
わ
ゆ
る
決
定
論
と

同
義
で
す
。
従
っ
て
、｢

偶
然
か
、
運
命
か｣

と
い
う
問
い
は
、｢

偶
然
か
、

必
然
か｣

と
い
う
問
い
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の

｢

偶
然
か
、
必
然
か｣

と
い
う
問
い
が
、
二
千
数
百
年
に
及
ぶ
哲
学
史
を

貫
い
て
き
た
問
い
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
九
鬼
は
、
そ
の
哲
学
史
を
綿
密
に
追
い
か
け
な
が
ら
独
自

の
徹
底
的
な
考
察
を
加
え
た
結
果
、
や
や
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
問
い
は
本
来
、
問
い
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
一
切
は
偶
然
で
も
あ
り
必
然
で
も
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
彼
の
結

論
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず
、
彼
は

｢

運
命｣

と
呼
び
ま
す
。
だ

か
ら
彼
は
、
運
命
と
は

｢

必
然
―
偶
然｣

な
い
し

｢

偶
然
―
必
然｣

で
あ

る
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
一
切
の
現
実
は
、
そ
の
都
度
の

瞬
間
の
偶
然
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
瞬
間
瞬
間
に
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
と

し
て
、
具
体
的
な
現
実
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
確
か
に
一
切
は

偶
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
偶
然
は
、

時
間
の
地
平
に
お
い
て
完
全
に
必
然
的
に
連
結
し
て
い
る
。
時
間
の
地
平

に
お
い
て
、
原
因
の
な
い
結
果
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
一

切
は
必
然
で
あ
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
、
垂
直
的
に
偶
然
で
あ
る
と
同
時
に
、
水

平
的
に
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
実
の
構
造
で
あ
る
と
九
鬼
は
言
う
わ
け

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
偶
然
と
必
然
と
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
、

｢

必
然
―
偶
然｣

と
し
て
の

｢

運
命｣

が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
の

｢

運
命｣

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
都
度
の
瞬
間
に
偶
然
と
し
て
与
え
ら
れ
る
現
実
を
、

人
間
が
時
間
の
地
平
に
お
い
て
必
然
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て

成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
与
え
ら
れ
た
偶

然
の
現
実
を
、
単
な
る
偶
然
の
ま
ま
や
り
過
ご
す
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ

を
必
然
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
偶
然
は
運
命
に

｢

な
る｣

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ば
勝
義
の

｢

運
命｣

と
は
、
予
め
の
決
定
と

し
て

｢

あ
る｣

も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
意
志
と
行
為
に
よ
っ
て

｢

な

る｣

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
人
間
が
偶
然
を

｢

運
命｣

に
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、

は
じ
め
て
人
間
は
、
単
な
る
無
意
味
で
無
根
拠
な
偶
然
の
現
実
に
、
意
味

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
単
な
る
偶
然
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
無
意
味

で
虚
無
的
な
人
生
に
、
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
意

味
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
虚
無
に
晒
さ
れ
た
自
己
の

生
に
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た

｢

課
題｣

で
あ
る
。

こ
う
彼
は
結
論
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば｢

新
た
な
運
命
論｣
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が
、
彼
が
自
ら
の
苦
悩
に
対
し
て
与
え
得
た
、
最
終
的
な
哲
学
的
解
答
で

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、『

偶
然
性
の
問
題』

の
結

び
の
一
節
で
す
。

無
を
う
ち
に
蔵
し
て
滅
亡
の
運
命
を
有
す
る
偶
然
性
に
永
遠
の
運
命

の
意
味
を
付
与
す
る
に
は
、
未
来
に
よ
っ
て
瞬
間
を
生
か
し
む
る
よ

り
ほ
か
は
な
い
。
未
来
的
な
る
可
能
性
に
よ
っ
て
現
在
的
な
る
偶
然

性
の
意
味
を
奔
騰
さ
せ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
か
の
弥
蘭
の｢

何
故｣

に
対
し
て
、
理
論
の
圏
内
に
あ
っ
て
は
、
偶
然
性
は
具
体
的
存
在
の

不
可
欠
条
件
で
あ
る
と
答
え
る
ま
で
で
あ
る
が
、
実
践
の
領
域
に
あ
っ

て
は
、｢

遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ｣

と
い
う
命
令
を
自
己
に
与

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
の
空
隙
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う(

�)

。

こ
こ
に
あ
る

｢

弥
蘭
の

｢

何
故｣｣

と
い
う
の
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏

教
経
典

『

ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い』

に
あ
る
、
次
の
よ
う
な
問
い
で
す
。

な
ぜ
、
あ
る
人
は
長
命
で
、
あ
る
人
は
短
命
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な

ぜ
、
あ
る
人
は
健
康
で
、
あ
る
人
は
病
弱
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、

あ
る
人
は
強
く
、
あ
る
人
は
弱
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
あ
る
人

は
賢
く
、
あ
る
人
は
愚
か
な
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
あ
る
人
は
美

し
く
、
あ
る
人
は
醜
い
の
で
し
ょ
う
か(

�)

。

『

偶
然
性
の
問
題』

と
い
う
著
作
は
、
結
局
、
こ
の

｢

な
ぜ｣

に
い
か

に
答
え
得
る
の
か
を
考
究
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
こ
の
著
作
は
三
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
各
章
の

最
後
で
、
常
に
こ
の

｢

な
ぜ｣

と
い
う
問
い
に
立
ち
返
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
最
終
的
な
結
論
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、｢

実
践
の

領
域
に
あ
っ
て
、｢

遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ｣

と
い
う
命
令
を
自
己

に
与
え
る｣

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の

｢

遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ｣

と
い
う
の
は
、
九
鬼
の
造
語
で

あ
り
ま
し
て
、
元
々
は

『

浄
土
論』

に
あ
る

｢

仏
の
本
願
力
を
観
じ
て
は
、

遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し｣

と
い
う
言
葉
で
す
。｢

遇
う｣

の

｢

遇｣

は
偶
然
の

｢

偶｣

と
同
じ
で
、
こ
れ
は
偶
然
性
を
意
味
し
て
い
る
と
九
鬼

は
言
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
は

｢

一
切
衆
生
を
救
お
う
と
す

る
仏
の
本
願
に
あ
っ
て
は
、
空
し
く
無
意
味
に
過
ぎ
去
る
偶
然
は
な
い｣

と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
九
鬼
は
、
こ

の

｢

無
し｣

を

｢

勿
れ｣

と
い
う
命
令
形
に
改
め
て
、
い
わ
ば

｢

偶
然
を

空
し
く
無
意
味
な
ま
ま
に
や
り
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
い
う
よ
う
な

意
味
の
命
令
と
し
て
、
そ
れ
を
自
己
自
身
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
私
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
言
い
方
で
言
う
、

｢

偶
然
を
運
命
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
い
う
、
一
種
の
道
徳
的

な
命
令
で
あ
る
わ
け
で
す
。
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と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
ま
っ
た
く
抽
象
的
で
、
も
う
ひ
と

つ
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

最
後
に
、
私
な
り
に
、
ま
さ
に
現
代
の
問
題
か
ら
、
具
体
的
な
例
を
二
つ

ほ
ど
挙
げ
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
一
つ
目
は
、
一
九
九
九
年
に
起
こ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

｢

光
市
母
子

殺
害
事
件｣

の
被
害
者
遺
族
で
あ
る
本
村
洋
氏
の
事
例
で
す
。
彼
は
、
残

忍
な
犯
罪
に
よ
っ
て
妻
子
を
殺
さ
れ
た
被
害
者
遺
族
と
し
て
、｢

全
国
犯

罪
被
害
者
の
会｣

を
設
立
し
て
、
犯
罪
被
害
者
の
権
利
確
立
な
ど
を
目
的

と
す
る
社
会
的
活
動
を
展
開
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
彼
が
、
二
〇

〇
六
年
に
出
演
し
た
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
、
事
件
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ

う
な
発
言
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

あ
る
方
の
本
で
、
私
の
好
き
な
言
葉
で
、｢

人
生
と
は
偶
然
を
必
然

に
す
る
過
程
で
あ
る｣

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

私
や
私
の
家
族
に
起
き
た
事
件
は
偶
然
か
も
知
れ
な
い
、
で
も
そ
の

偶
然
を
き
っ
か
け
に
一
生
懸
命
考
え
て
、
色
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と

で
、
い
つ
か
振
り
返
っ
た
と
き
に
で
す
ね
、
あ
の
事
件
は
必
然
だ
っ

た
ん
だ
と
、
あ
そ
こ
で
、
あ
の
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
い
う
こ
と

が
分
か
っ
た
、
こ
う
い
う
新
し
い
社
会
の
問
題
が
解
決
出
来
た
、
っ

て
い
う
風
に
な
れ
ば
で
す
ね
、
け
っ
し
て
私
は
、
私
の
身
に
起
こ
っ

た
事
件
、
そ
し
て
私
の
妻
と
娘
を
奪
っ
た
事
件
を
無
駄
に
し
な
か
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
思
え
る
ん
で
す
ね(

�)

。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
発
言
の
真
意
は
知
る
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ

を
推
し
量
ろ
う
と
す
る
の
も
不
遜
で
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
、
た
だ
、

こ
の
発
言
を
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
く
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

｢

人
生
と
は
偶
然
を
必
然
に
す

る
過
程
で
あ
る｣

と
い
う
見
方
は

(

こ
れ
が
誰
の
本
で
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
な
の
か
は
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が)

、
ま
さ
に
九
鬼
の
い
う

｢｢

遇
う

て
空
し
く
過
ぐ
る
勿
れ｣

と
い
う
命
令
を
自
己
に
与
え
る｣

と
い
う
生
き

方
、
偶
然
を
運
命
に
変
え
る
と
い
う
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

差
し
支
え
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
自
分
の
身
に
降
り
か
か
っ
た
現
実
は
、
確
か
に
ま
っ
た
く
の

偶
然
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
の
不
幸
な
偶
然
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、｢

そ
の

偶
然
を
き
っ
か
け
に
一
生
懸
命
考
え
て
、
色
ん
な
こ
と
を
す
る
こ
と
で｣

、

｢

あ
の
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
、
こ
う
い
う
新

し
い
社
会
の
問
題
が
解
決
出
来
た｣

と
い
う
ふ
う
に
な
れ
ば
、｢

あ
の
事

件
は
必
然
だ
っ
た
ん
だ｣

と
思
え
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
与
え
ら
れ
た
偶

然
を
、
目
的
的
に
必
然
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言

え
ば

こ
う
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
か
な
り
問
題
が
残
る
と

い
う
こ
と
は
自
覚
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
今
は

触
れ
な
い
こ
と
に
し
ま
す(

�)

、
与
え
ら
れ
た
偶
然
を
、
何
ら
か
未

来
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
生
か
す
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
意
志
と
行
為
に
よ
っ
て
偶
然
を
必
然
化
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
き
、
自
分
は
与
え
ら
れ
た
偶
然
を
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
不
幸
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な
偶
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、｢

無
駄
に
し
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か｣

と
思
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を

｢

空
し
く
過
ぐ
る｣

こ
と
な
く
、
い
わ
ば

｢

せ
め
て
も
の(
�)｣

意
味
を
、
そ
こ
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
た
い
の
が
、
つ
い
最
近
の
事
例

で
す
が
、
昨
年
四
月
に
松
本
創
さ
ん
と
い
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー

が
書
か
れ
た

『

軌
道

福
知
山
線
脱
線
事
故

Ｊ
Ｒ
西
日
本
を
変
え
た

闘
い』

と
い
う
ご
本
の
内
容
で
す
。
か
な
り
話
題
に
な
っ
た
本
で
す
が
、

ど
う
い
う
内
容
か
と
い
う
と
、
二
〇
〇
五
年
に
起
こ
っ
た
福
知
山
線
脱
線

事
故
の
、
こ
れ
も
被
害
者
遺
族
の
話
で
す
。
こ
の
事
故
で
長
年
連
れ
添
っ

た
妻
を
亡
く
し
た
浅
野
弥
三
一
さ
ん
と
い
う
方
が
、
な
ん
と
驚
く
べ
き
こ

と
に
、
加
害
企
業
で
あ
る
は
ず
の
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
協
力
し
て
、
共
同
で
事

故
の
原
因
究
明
と
今
後
の
安
全
対
策
を
行
な
っ
た
そ
う
で
す
。
最
初
は
、

も
ち
ろ
ん
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
り
、
次
い
で
、
責
任
逃
れ
に
終
始
し
よ
う

と
す
る
企
業
に
対
し
て
激
し
く
責
任
を
追
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

す
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
思
い
直
し
た
結
果
、｢

責
任
追
及

は
横
に
置
く
。
そ
れ
よ
り
も
や
る
べ
き
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
原
因
を
究
明

し
て
、
同
じ
事
故
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
き
ち
ん
と
対
策
を
す
る
こ
と
だ
。

そ
の
た
め
に
力
を
合
わ
せ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か｣

と
言
っ
て
、
元
々
技
術
者

で
も
あ
っ
た
自
分
の
知
識
や
経
験
も
生
か
し
て
、
加
害
企
業
と
の
共
同
に

踏
み
切
っ
た
。
そ
の
一
連
の
経
緯
を
取
材
し
た
作
品
で
す
。

な
ぜ
今
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
自
身
少
し
驚
い

た
こ
と
に
、
こ
の
本
の
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
、
な
ん
と
先
ほ
ど
私
が
引

用
し
た

『

偶
然
性
の
問
題』

の
結
び
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
中
で
も
、
そ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
対
応
す
る
よ
う

に
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。

浅
野
は
、
偶
然
を
不
条
理
の
ま
ま
終
わ
ら
せ
な
か
っ
た
。[

…
…]

い
わ
ば
、
事
故
の
瞬
間
に
未
来
か
ら
働
き
か
け
、
偶
然
性
に
永
遠
の

意
味
を
付
与
し
よ
う
と
し
た(

�)

。

実
際
、
こ
の
浅
野
さ
ん
と
い
う
方
は
、
ま
さ
に

｢

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か｣

と
い
う
問
い
に
苦
し
み
続
け
、
そ
れ
に
対
す
る

一
つ
の
応
答
の
形
と
し
て
、｢

遺
族
の
社
会
的
責
務｣

と
い
う
こ
と
を
自

覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
、
こ
の
本
で
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。

蛇
足
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ち
ょ
っ
と
裏
話
を
し
ま
す
と
、
私
は
こ
の

本
の
著
者
の
松
本
さ
ん
と
は
、
直
接
の
面
識
は
な
い
の
で
す
が
、
ち
ょ
う

ど
こ
の
本
が
書
か
れ
て
い
た
の
と
同
じ
時
期
に
、
同
じ
編
集
者
の
と
こ
ろ

で
、
私
も
本
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
編
集
者
が
松
本
さ
ん

と
話
を
す
る
中
で
、
知
り
合
い
に
九
鬼
周
造
の
偶
然
論
と
運
命
論
を
研
究

し
て
い
る
奴
が
い
る
の
だ
が
、
松
本
さ
ん
が
こ
の
本
で
扱
っ
て
い
る
問
題

は
ま
さ
に
偶
然
性
の
問
題
、
偶
然
と
運
命
の
問
題
で
は
な
い
か
、
と
い
う

話
に
な
っ
て
、
私
が
昔
書
い
た

｢

苦
し
み
の
意
味
と
偶
然
性｣

と
い
う
論

文
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
お
読
み
く
だ
さ
っ
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た
松
本
さ
ん
が
、
ま
さ
に
こ
う
い
う
問
題
な
の
だ
と
、
い
た
く
九
鬼
の
思

想
に
共
感
さ
れ
て
、
ぜ
ひ
と
も
九
鬼
の

『

偶
然
性
の
問
題』

を
エ
ピ
グ
ラ

フ
に
使
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
何
を

言
い
た
い
か
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
こ
の
九
鬼
周
造
の

｢

運
命｣

の
思

想
は
、
こ
う
い
う
形
で
、
現
代
に
あ
っ
て
も
な
お
、
大
き
な
力
を
持
つ
も

の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
自
身
、
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
本
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
浅
野
さ
ん
や
、
一
つ
目

の
例
で
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
本
村
さ
ん
の
よ
う
な
生
き
方
や
考
え
方

が
、
絶
対
的
に
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
誰
も
が
そ
の
よ
う
に
行
為
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は
大
変
な
問
題
で
あ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
他
方
で
、
何
か
不
幸
な
偶
然
を
現
実
と
し
て

負
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
が
、
い
か
に
そ
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
生
き

て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、｢

偶
然
を
運
命
に
変
え

る｣

と
い
う
九
鬼
の
思
想
が
、
今
な
お
大
き
な
力
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
得

る
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
も
私
は
思
う

わ
け
で
す
。

私
は
本
日
、
冒
頭
で
、
私
た
ち
が
哲
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
最
終

的
に
は
自
ら
の
生
き
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
哲
学
書
を
読

む
と
き
に
は
、
そ
れ
が
自
分
の
思
想
や
生
き
方
を
よ
り
よ
い
も
の
と
す
る

根
拠
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
、
や
は
り
本
質
的
な

こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
九
鬼
周
造
の
哲
学

は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
値
す
る
、
彼
自
身
の
言
葉
で
言
う

｢

生
命
を
有
っ
た

哲
学｣

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
彼
の
哲
学
が
、
長
大
な
哲
学
史
的
展
望
の
下

に
、
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
苦
悩
に
そ
の
根
源
を
も
つ
、
普
遍
的

な
哲
学
問
題
と
正
面
か
ら
格
闘
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
私

は
思
い
ま
す
。
本
日
の
講
演
で
、
私
は
九
鬼
哲
学
の
魅
力
を
お
伝
え
し
た

い
と
い
う
つ
も
り
で
お
り
ま
し
た
が
、
魅
力
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
九

鬼
哲
学
に
は
そ
う
い
う

｢

力｣

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を

も
っ
て
、
本
講
演
の
結
語
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
ご
清
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註
九
鬼
周
造
の
著
作
か
ら
の
引
用
・
参
照
は

『

九
鬼
周
造
全
集』

(

岩
波
書
店
、
一

九
八
〇
―
一
九
八
二
年)

に
よ
り
、
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
を
、
漢
数
字
で
頁
数
を

記
す
。
別
は
別
巻
を
意
味
す
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
、
旧

仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

(

�)

Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス『

悪
魔
の
手
紙』

中
村
妙
子
訳(

平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年)

一
六
九
―
一
七
〇
頁
。

(
�)
九
鬼
は
西
洋
留
学
中
、｢

形
而
上
学
の
な
い
哲
学
は
寂
し
い
、
人
間
の
存
在

や
死
を
問
題
と
す
る
形
而
上
学
が
欲
し
い｣

と
詩
の
中
で
詠
っ
て
い
る

(｢
秋
の
一
日｣

、『

巴
里
心
景』

Ⅰ
・
一
二
九)

。

(

�)

天
野
貞
祐

｢
後
書｣

、『

西
洋
近
世
哲
学
史
稿

上』

Ⅵ
・
三
四
〇
。
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(
�)
同
上
、
Ⅵ
・
三
三
九
。

(

�)
『

現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
講
義』

Ⅷ
・
二
九
。

(

�)

同
上
、
Ⅷ
・
一
三
―
一
四
。

(

�)
｢

哲
学
私
見｣
、『

人
間
と
実
存』

Ⅲ
・
一
一
一
。

(

�)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
五
。

(

�)

同
上
、
Ⅴ
・
二
三
四
―
二
三
五
。

(

�)

同
上
、
Ⅴ
・
二
三
五
。

(

	)
｢

根
岸｣

Ⅴ
・
二
二
八
。

(


)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
七
。

(

�)

高
橋
眞
司

『

九
鬼
隆
一
の
研
究

隆
一
・
波
津
子
・
周
造』

(

未
來
社
、

二
〇
〇
八
年)

一
五
九
頁
。

(

�)
｢

岡
倉
覚
三
氏
の
思
出｣

Ⅴ
・
二
三
七
―
二
三
八
。

(

)
｢

短
歌
ノ
ー
ト｣

別
・
一
五
三
。

(

�)

詳
し
く
は
、
拙
著

『

偶
然
と
運
命

九
鬼
周
造
の
倫
理
学』

(

ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�)
『

偶
然
性
の
問
題』

Ⅲ
・
二
六
〇
。

(

�)
『

ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い

(

一)』

中
村
元
・
早
島
鏡
正
訳

(

平
凡
社
、
一
九
六

三
年)

一
八
一
頁
を
も
と
に
、
引
用
者
が
要
約
。

(

�)
｢

報
道
ス
テ
ー
シ
ョ
ン｣

(

二
〇
〇
六
年
六
月
二
十
日
放
送)

。
放
送
は
直
接

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
以
下
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
事
を

参
照
し
た
が
、
そ
れ
も
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。h

ttp
://b

lo
g

s.y
ah

o
o
.

co
.jp

/b
m

b
2

m
b

f4
1

3
/1

9
1

3
2

6
4

7
.h

tm
l
(

二
〇
一
二
年
三
月
三
十
日
閲
覧)

。

(

�)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

苦
し
み
の
意
味
と
偶
然
性

九
鬼
周
造
の

偶
然
論
再
考｣
(『

人
文
学
の
正
午』

第
三
号
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
二
十

世
紀
研
究
室
、
二
〇
一
二
年)

や
拙
著

『

看
護
学
生
と
考
え
る
教
育
学

｢

生
き
る
意
味｣

の
援
助
の
た
め
に』

(

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
六
年)

に
お
い
て
、
若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。

(

�)

前
掲
拙
著

『

看
護
学
生
と
考
え
る
教
育
学』

二
九
六
頁
以
下
、
参
照
。

(

�)

松
本
創

『

軌
道

福
知
山
線
脱
線
事
故

Ｊ
Ｒ
西
日
本
を
変
え
た
闘
い』

(

東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
一
八
年)

三
三
三
頁
。

本
研
究
はJS

P
S

科
研
費1

7
K

1
3

9
7

2

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

本
コ
メ
ン
ト
で
は
私
の
関
心
で
あ
る
西
田
幾
多
郎

(

一
八
七
〇
�一
九

四
五)
や
西
谷
啓
治(

一
九
〇
〇
�一
九
九
一)

、
上
田
閑
照(

一
九
二
六
�

二
〇
一
九)
ら
の
哲
学
を
導
き
と
し
て
、
古
川
氏
の
ご
講
演
に
対
し
て
二
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長
岡

徹
郎(

京
都
大
学

非
常
勤
講
師)

九
鬼
周
造
記
念
講
演
会

｢

九
鬼
周
造
の
人
生
と
哲
学｣

コ
メ
ン
ト




