
序
――
戦
争
と
無
為

小
林
秀
雄
の
年
譜
に
目
を
通
す
と
、
そ
の
生
涯
の
半
ば
に
ひ
と
つ
の
空
白
が
位
置
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
昭
和
一
八
年
末
か
ら
同

二
一
年
末
に
か
け
て
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
何
も
発
表
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
昭
和
一
八
年
一
一
月
、『
サ
ン
ト
・
ブ
ウ

ヴ
選
集
』
第
一
巻
の
月
報
に
短
文
を
掲
載
し
た
後
は
、
昭
和
一
九
年
四
月
、
筑
摩
書
房
の
『
ヴ
ァ
レ
リ
イ
全
集
』
の
た
め
に
「
テ
ス
ト

氏
」
を
訳
し
た
の
み
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
が
発
表
さ
れ
る
に
は
、
昭
和
二
一
年
一
一
月
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
こ
と
」
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
戦
中
に
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
や
「
梅
原
龍
三
郎
」
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
前
者
は
昭

和
二
一
年
一
二
月
、
後
者
は
同
二
二
年
一
二
月
に
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

数
年
に
わ
た
る
こ
の
無
為
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
戦
争
の
た
だ
中
の
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
当
時

の
時
代
背
景
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
や
す
く
推
測
で
き
る
。
だ
が
小
林
は
、
当
局
か
ら
思
想
統
制
を
受
け
て
文
筆
活
動
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が
妨
げ
ら
れ
た
わ
け
で
も
、
時
局
に
抗
し
て
自
ら
筆
を
折
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
空
白
が
そ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
理
由
か
ら
強

い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
小
林
自
身
の
よ
り
積
極
的
な
選
択
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
坂
口
安
吾
と
の
対
談
に
お
け
る
彼
自

身
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
――

せ
と
も
の

僕
は
陶
器
で
夢
中
に
な
っ
て
た
二
年
間
ぐ
ら
い
、
一
枚
だ
っ
て
原
稿
書
い
た
こ
と
が
な
い
。
陶
器
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
し
て
生

活
を
立
て
て
い
た
（「
伝
統
と
反
逆
」
昭
二
三
・
八
、８
：
１９６ （

１
）

）。

他
方
、
復
員
後
に
銀
座
で
小
林
に
会
っ
た
井
伏
鱒
二
は
、
そ
の
際
の
「
こ
の
三
年
間
、

俺
は
骨
董
に
夢
中
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
や
つ
と
文
学
が
わ
か
り
か
け
て

来
た
」
と
い
う
小
林
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る

（
２
）

。
原
稿
を
「
一
枚
だ
っ
て
」
書
い
て
い
な

い
と
い
う
の
は
誇
張
で
は
あ
る
が
、
二
つ
の
証
言
に
お
け
る
二
年
あ
る
い
は
三
年
と
い

う
時
間
は
、
先
に
見
た
空
白
期
と
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼

は
生
計
の
手
段
と
し
て
も
文
筆
活
動
を
放
棄
し
、
古
陶
磁
の
売
買
を
通
じ
て
暮
ら
し
て

い
た
と
い
う
の
で
あ
る

（
３
）

。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
学
か
ら
離
れ
て
骨
董
に
没
頭

し
た
こ
と
で
逆
に
文
学
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。

小
林
が
陶
磁
器
を
始
め
と
す
る
骨
董
に
没
頭
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

（
図
１
）。
彼
は
そ
の
経
験
を
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
の
中
で
公
に
し
、
ま
た
近
年
、
旧
蔵

図１ 絵唐津茶碗をいじる小林秀雄

－１０２－



品
を
集
め
た
展
覧
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
だ
が
従
来
、
彼
の
骨
董
愛
好
は
、
戦
争
と
い
う
現
実
か
ら
の
逃
避
、
日
本
的
な
伝
統

美
へ
の
沈
滞
と
い
う
か
た
ち
で
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
最
も
早
い
時
期
の
、
し
か
も
厳
し
い
批
判
の
ひ
と

つ
が
、
先
に
引
用
し
た
対
談
の
相
手
で
あ
っ
た
坂
口
安
吾
の
「
教
祖
の
文
学
――
小
林
秀
雄
論
」（
昭
二
二
・
六
）
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
小
林
の
骨
董
仲
間
で
も
あ
っ
た
白
洲
正
子
は
、
骨
董
愛
好
が
彼
の
文
体
に
も
積
極
的
か
つ
肯
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
白
洲
に
よ
れ
ば
、「
そ
れ
ま
で
の
難
解
で
、
硬
質
な
文
体
」
が
、
古
美
術
の
影
響
に
よ
っ
て
「
言
葉
は
抑
え
ら
れ
、

饒
舌
は
影
を
ひ
そ
め
て
」、「
平
明
で
読
み
や
す
い
文
章
」
に
変
わ
っ
た
。「
厚
み
を
増
し
」「
円
熟
」
し
た
そ
れ
は
、
小
林
（
そ
し
て
白

洲
）
が
愛
し
た
「
李
朝
の
陶
器
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
優
し
さ
と
、
そ
こ
は
か
と
な
い
悲
し
み
に
満
ち
」
た
も
の
と
な
っ

た
と
い
う

（
５
）

。

小
林
と
近
し
い
立
場
に
あ
っ
た
白
洲
の
指
摘
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
首
肯
し
か
ね
る
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼

女
が
骨
董
か
ら
文
体
へ
と
至
る
、
形
式
上
で
の
一
方
通
行
的
な
影
響
関
係
の
み
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
私

見
に
よ
れ
ば
、
小
林
の
骨
董
愛
好
は
、
単
に
文
章
表
現
の
み
な
ら
ず
、
芸
術
や
歴
史
一
般
を
め
ぐ
る
小
林
の
思
考
そ
の
も
の
の
変
容
と

関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
骨
董
と
批
評
活
動
の
間
の
関
連
は
、
も
う
少
し
複
雑
な
相
互
作
用
を
含
ん
で
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
他
方
、
坂
口
を
は
じ
め
と
す
る
小
林
の
骨
董
愛
好
の
批
判
者
た
ち
の
よ
う
に
、
彼
の
骨
董
熱
を
戦
争
か
ら
の
逃
避
あ
る
い
は
遊
離

と
み
な
す
、
す
な
わ
ち
小
林
に
と
っ
て
の
骨
董
と
戦
争
を
相
反
す
る
も
の
と
し
て
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
も
、
同
様
に
問
題
を
は
ら

ん
で
い
る
。
小
林
に
と
っ
て
両
者
は
、
同
一
の
（
論
理
な
き
）
論
理
に
よ
っ
て
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
の
は
、
小
林
に
と
っ
て
の
骨
董
愛
好
が
、
彼
の
文
学
や
芸
術
や
歴
史
を
め
ぐ
る
思

想
の
形
成
お
よ
び
変
容
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
骨
董
・
批
評
・
戦
争
と
い
う
一
見
無
関
係
な
三
者
が
、
ど
の
よ
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う
な
（
共
謀
）
関
係
の
下
に
あ
っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

一

「
地
獄
」
の
季
節
、
あ
る
い
は
小
林
の
骨
董
遍
歴
再
考

小
林
の
批
評
活
動
と
骨
董
愛
好
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
、
彼
が
古
美
術
に

の
め
り
こ
ん
だ
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
従

来
、
こ
の
作
業
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
論
者
に
よ
っ
て
は
骨

董
愛
好
以
前
の
テ
ク
ス
ト
に
骨
董
趣
味
の
影
響
を
指
摘
す
る
な
ど
、
議
論
が
い

さ
さ
か
混
乱
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
ま
ず
、
小
林
の
骨
董
愛
好
の
経
緯

を
年
代
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

小
林
が
骨
董
を
初
め
て
購
入
し
た
の
は
、
日
本
橋
の
古
美
術
商
「
壺
中
居
」

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
友
人
の
青
山
二
郎
（
図
２
）
に
連
れ
ら
れ
て
店
に
来
た

彼
は
、「
鉄
砂
で
葱
坊
主
を
描
い
た
李
朝
の
壺
」（
図
３
）
を
見
せ
ら
れ
て
、
激

し
く
所
有
欲
を
そ
そ
ら
れ
る
。「
吾
な
が
ら
を
か
し
い
程
逆
上
」
し
た
彼
は
、

持
ち
合
わ
せ
が
な
か
っ
た
た
め
、
数
日
前
購
入
し
た
ば
か
り
の
最
新
型
の
ロ
ン

ジ
ン
の
時
計
と
交
換
し
て
、
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
る
（「
骨
董
」
昭
二

三
・
九
、８：

２９０

）。
小
林
は
こ
の
壺
に
関
す
る
自
ら
の
印
象
な
ど
を
詳
し
く

書
き
留
め
て
い
な
い
が
、
こ
の
出
会
い
を
と
り
も
っ
た
青
山
二
郎
は
、「
発
色

図２ 壺中居での小林秀雄と青山二郎，昭和２５年図３ 《絵三島草文瓶（「葱坊主」）》
李朝初期，益子参考館
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も
馬
鹿
に
い
ゝ
」
こ
の
徳
利
の
こ
と
を
、「
骨
董
臭
い
お
ま
け
の
様
な
も
の
が
一
寸
も
な
い
、
か
ら
ツ
と
し
た
正
直
な
徳
利
で
、
大
き

さ
も
ノ
ビ

と
尺
以
上
あ
つ
て
」、「
誰
が
見
て
も
疑
ふ
余
地
が
な
い
」「
健
康
な
陶
器
」
と
述
べ
て
い
る

（
６
）

。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
三
年
と
昭
和
一
六

年
と
い
う
二
つ
の
説
が
あ
る
。
昭
和
一
三
年
説
の
最
も
有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
壺
中
居
の
主
人
で
あ
っ
た
廣
田
煕
の
証
言

で
あ
る
。
彼
は
昭
和
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
林
秀
雄
全
集
の
月
報
に
お
い
て
、
小
林
と
の
付
き
合
い
が
「
確
か
昭
和
十
三
年
頃
か

ら
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
初
対
面
の
小
林
が
彼
の
店
で
葱
坊
主
を
買
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、「
君
の
処
で
初
め

て
陶
器
を
買
つ
た
数
ヶ
月
前
に
一
生
涯
、
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
失
恋
を
し
て
ね
…
…
」
と
い
う
小
林
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る

（
７
）

。

こ
の
「
失
恋
」
の
相
手
は
「
む
う
ち
ゃ
ん
」
の
愛
称
で
文
士
た
ち
に
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
坂
本
睦
子
と
推
測
さ
れ
る
。
野
々
上
慶
一
に

よ
れ
ば
、
小
林
が
、
彼
の
親
友
で
あ
る
河
上
徹
太
郎
と
坂
本
睦
子
が
同
衾
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
偶
然
見
て
し
ま
い
傷
心
し
た
の
は
、
昭

和
一
三
年
の
初
夏
の
こ
と
で
あ
る

（
８
）

た
め
、
こ
の
点
か
ら
見
て
も
年
代
的
に
符
号
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
美
術
愛
好
家
の
秦
秀
雄
も
、

小
林
が
「
突
然
変
異
」
の
よ
う
に
骨
董
に
目
覚
め
た
の
は
、
秦
が
「
目
黒
に
住
ん
で
間
も
な
く
、
昭
和
十
三
、
四
年
ご
ろ
」
の
こ
と
と

し
て
い
る

（
９
）

。

こ
れ
に
対
し
、
昭
和
一
六
年
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
小
林
自
身
の
文
章
で
あ
る
。
自
ら
の
骨
董
愛
好
に
初
め
て
言
及
し
た

「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」（
昭
一
七
・
五
）
に
お
い
て
彼
は
、「
こ
ゝ
一
年
ほ
ど
の
間
、
ふ
と
し
た
事
が
き
つ
か
け
で
、
造
形
美
術
に
、
わ
れ

乍
ら
呆
れ
る
ほ
ど
異
常
な
執
心
を
持
つ
て
暮
ら
し
た
」（７：

３５４

）
と
述
べ
て
い
る
。
初
出
時
の
『
文
學
界
』
に
は
、
昭
和
一
七
年
四

月
一
〇
日
と
い
う
執
筆
の
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
彼
が
骨
董
に
の
め
り
こ
ん
だ
の
は
昭
和
一
六
年
の

お
そ
ら
く
は
前
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
小
林
自
身
が
自
ら
の
体
験
を
後
日
談
と
し
て
で
は
な
く
現
在
進
行
形
で
書
き
留
め
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

昭
和
一
六
年
説
を
採
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
昭
和
一
三
年
説
を
否
定
す
る
重
要
な
論
拠
と
し
て
、
朝
鮮
旅
行
に
つ
い
て
記
し
た

「
慶
州
」（
昭
一
四
・
六
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
友
人
と
と
も
に
慶
州
の
仏
国
寺
を
訪
れ
た
が
、「
元
来
が
古
美
術
な
ど
丹
念
に
探
る

趣
味
は
な
い
方
で
、
僕
は
少
し
面
倒
臭
く
な
つ
た
」（６：

４８５

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
行
が
行
な
わ
れ
た
の
は
昭
和
一

三
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
古
美
術
鑑
賞
に
は
開
眼
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

（
１０
）

。

さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
証
言
に
よ
っ
て
昭
和
一
六
年
説
を
補
強
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
小
林
に
骨
董
を
指
南
し
た

張
本
人
で
あ
る
青
山
二
郎
が
、
小
林
の
骨
董
歴
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
と
い
う
点
で
稀
有
な
テ
ク
ス
ト
と
い
う
べ
き
「
小
林
秀
雄
と
三

十
年
」（
昭
二
六
・
七
）
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
青
山
は
、
彼
自
身
が
深
く
関
わ
っ
た
「
葱
坊
主
」
購
入
の
経
緯
に
言
及
し
て

い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
創
元
社
が
四
谷
か
ら
神
田
に
移
転
し
、
新
社
屋
の
た
め
の
床
の
間
に
飾
る
花
瓶
が
ほ
し
い
と
い
う
の
で
壺
中
居

に
案
内
し
た
際
、
創
元
社
の
編
集
顧
問
を
務
め
て
い
た
小
林
も
同
伴
し
、
そ
こ
で
「
葱
坊
主
」
を
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い

う
（
１１
）

。
創
元
社
が
新
社
屋
に
正
式
に
移
転
し
た
の
は
昭
和
一
五
年
一
一
月
一
三
日
の
こ
と
で
あ
る
た
め

（
１２
）

、
小
林
が
「
葱
坊
主
」
を
購
入
し

た
の
が
少
な
く
と
も
こ
れ
よ
り
後
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
文
章
に
お
い
て
青
山
は
、
小
林
が
「
陶
器
を
持

つ
」
た
の
は
「
こ
の
十
年
の
間
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
の
が
昭
和
二
六
年
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
や

は
り
昭
和
一
六
年
説
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

で
は
逆
に
、
小
林
の
骨
董
愛
好
が
収
束
に
向
か
っ
た
の
は
い
つ
頃
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和
二
二
年
六
月
の
座
談
会
「
旧
文
學
界

同
人
と
の
対
話
」
に
お
い
て
、
彼
は
熱
中
し
て
い
る
骨
董
を
話
題
と
し
つ
つ
も
、「
や
が
て
私
は
、
こ
れ
を
卒
業
し
ま
す
よ
」（８：

１５５

）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
二
三
年
八
月
、
上
述
の
坂
口
安
吾
と
の
対
談
「
伝
統
と
反
逆
」
に
お
い
て
は
、「
考
え
て
み
れ
ば
妙

－１０６－



な
世
界
だ
よ
。
狐
が
落
ち
て
み
れ
ば
ね
」（８

：
１９５

）
と
、
骨
董
に
憑
か
れ
た
時
期
を
す
で
に
過
去
の
も
の
と
し
て
述
懐
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
小
林
の
骨
董
熱
が
冷
め
た
（
古
美
術
を
ま
っ
た
く
買
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
）
の
は
、
こ
の
二
つ
の
時

期
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
小
林
の
骨
董
へ
の
没
頭
は
短
期
的
・
集
中
的
な
も
の
で
あ
り
、
熱
が
冷
め
る
の
も
意
外
に
早

か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
括
す
る
な
ら
ば
、
小
林
は
昭
和
一
五
年
の
末
か
翌
一
六
年
の
初
め
、
李
朝
陶
器
を
初
め
て
購
入
、
骨
董
に
開
眼
し
、

そ
れ
が
昂
じ
た
昭
和
一
八
年
末
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
は
、
ほ
と
ん
ど
文
筆
活
動
を
休
止
し
た
か
た
ち
で
骨
董
に
の
め
り
こ
む
。
そ
の

後
、
昭
和
二
二
年
か
ら
翌
二
三
年
半
ば
の
間
に
、
彼
の
骨
董
愛
好
は
沈
静
化
へ
と
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
小
林
の
骨
董
遍
歴
の
お
お
よ
そ
の
過
程
を
推
定
で
き
た
今
、
そ
の
実
際
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。小

林
に
骨
董
を
指
南
し
た
の
は
、「
葱
坊
主
」
と
の
出
会
い
を
と
り
も
っ
た
友
人
の
青
山
二
郎
だ
っ
た
。
彼
は
小
林
に
、
ま
ず
中
国

や
日
本
で
は
な
く
朝
鮮
の
陶
磁
器
、
し
か
も
文
様
の
あ
る
も
の
よ
り
も
無
地
の
も
の
を
買
う
よ
う
助
言
し
、「
何
時
で
も
一
足
先
の
少

し
難
し
い
物
を
、
小
林
に
持
た
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
」
と
い
う
。
最
初
の
一
、
二
年
は
「
何
を
見
て
も
感
じ
が
来
る
」
時
期
で
、「
眼

が
見
え
る
」
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
い
の
が
歯
痒
く
、「
同
じ
様
な
質
問
を
受
け
て
何
十
遍
話
し
合
つ
た
か
知
れ
な
い
」。
だ
が
青
山
は
単

に
口
で
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
、
同
じ
種
類
の
も
の
を
小
林
と
と
も
に
買
い
歩
き
、
教
え
を
身
を
も
っ
て
示
す
こ
と
で
、
い

わ
ば
自
ら
の
骨
董
人
生
を
も
う
一
度
生
き
直
し
た
の
だ
っ
た
。
か
く
し
て
「
先
生
は
生
徒
の
何
時
も
斬
新
な
感
動
に
妬
け
、
生
徒
は
先

生
の
意
地
の
悪
い
審
美
眼
を
妬
く
始
末
」
と
い
う
、
骨
董
を
中
心
と
す
る
師
匠
と
弟
子
の
間
の
強
力
な
情
念
の
磁
場
が
形
成
さ
れ
た
の

で
あ
る

（
１３
）

。
ち
な
み
に
「
真
贋
」（
昭
二
六
・
一
）
に
よ
れ
ば
、
小
林
が
初
め
て
一
人
で
買
っ
た
の
は
「
呉
須
赤
絵
の
見
事
な
大
皿
」
で
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あ
っ
た
と
い
う
（１０

：
２３

）。

そ
の
後
、
買
い
始
め
て
二
、
三
年
す
る
と
、
小
林
に
は
「〈
物
〉
が
見�

え�

る�

様
に
な
つ
て
来
た
」（
傍
点
原
文
）。
そ
の
頃
に
は
す
で

に
中
国
、
韓
国
、
日
本
を
問
わ
ず
、
陶
磁
器
を
一
通
り
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

（
１４
）

。
そ
し
て
例
の
沈
黙
の
時
期
が
始
ま

る
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
小
林
は
も
は
や
青
山
の
趣
味
を
離
れ
、
独
自
の
蒐
集
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
代

表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
が
、
青
山
が
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
無
釉
土
器
で
あ
る
。「
家
中
が
土
器
だ
ら
け
」
に
な
り
、「
普
通
の
陶
磁
器
の
肌

が
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
オ
の
化
け
物
面
に
見
え
る
」
ま
で
買
い
続
け
た
と
い
う
（「
真
贋
」１０

：
２９

）。
ま
た
、
青
山
が
「
何
だ
か
抽
象
的
な
物

で
、
私
な
ら
写
真
で
沢
山
だ
」
と
述
べ
た
埴
輪
や
、
さ
ら
に
は
古
瓦
な
ど
、
考
古
学
的
な
遺
品
も
所
有
し
て
い
た

（
１５
）

。
加
え
て
小
林
は
、

「
何
と
な
く
陰
気
な
空
気
で
深
入
り
す
る
気
に
な
れ
な
か
つ
た
」（
同
）
と
言
い
つ
つ
、
仏
教
美
術
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
京
都

は
る

こ

の
古
美
術
商
・
柳
孝
の
も
と
で
購
入
し
た
五
輪
塔
は
、
の
ち
に
彼
の
墓
石
と
な
っ
た

（
１６
）

。
娘
の
白
洲
明
子
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
小
林
に

と
っ
て
古
美
術
の
最
後
の
買
い
物
と
な
っ
た
の
は
、
口
が
孫
娘
に
似
て
い

る
と
い
う
の
で
京
都
で
購
入
し
た
「
対
の
掛
け
仏
」
で
あ
っ
た
と
い
う

（
１７
）

。

他
方
、「
狐
が
落
ち
た
」
後
の
晩
年
の
小
林
が
特
に
関
心
を
示
し
た
の
が
、

鐔
と
勾
玉
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
「
鐔
」
と
題
さ
れ
た
昭
和
三
七

年
の
文
章
に
お
い
て
、「
ふ
と
し
た
機
会
か
ら
注
意
し
て
見
始
め
た
の
は
、

こ
ゝ
数
年
来
の
事
」（１２

：
３２４

）
と
述
べ
て
い
る
（
図
７
）。
後
者
に
関

し
て
文
章
を
残
し
て
は
い
な
い
が
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
外
出
し
、
撫
で

さ
す
っ
て
は
そ
の
感
触
を
楽
し
ん
で
い
た
ら
し
い

（
１８
）

（
図
４
）。

図４ 勾玉をいじる小林秀雄，昭和４２年
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こ
の
よ
う
に
、
小
林
が
関
心
を
示
し
た
骨
董
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
や
は
り
最
も
激
し
く
熱
中
し
た
の
は
陶
磁
器
で
あ
っ
た
。「
俺
も
明
日
か

せ
と
も
の

ら
で
も
陶
器
商
売
が
出
来
る
」、
小
林
は
坂
口
安
吾
に
こ
う
述
べ
て
い
る
（「
伝

統
と
反
逆
」８

：
１９６

）。
李
朝
か
ら
中
国
の
古
染
付
や
赤
絵
、
六
古
窯
、
志
野

や
織
部
な
ど
美
濃
も
の
、
唐
津
、
初
期
伊
万
里
、
古
九
谷
ま
で
を
広
く
愛
好
し

た
が
、
な
か
で
も
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
ジ
ャ
ン
ル
が
壺
と
酒
器
で
あ
る
。

壺
に
つ
い
て
は
彼
の
思
想
に
も
深
く
関
連
す
る
た
め
後
述
す
る
。
他
方
、
彼
は

古
備
前
の
徳
利
と
井
戸
の
盃
（
図
５
）
を
最
期
ま
で
愛
用
し
て
手
放
さ
な
か
っ

た
。
娘
の
明
子
は
、「
父
が
死
ぬ
ま
で
一
緒
だ
っ
た
の
は
、
お
酒
と
酒
器
、
桜

と
野
草
と
絵
画
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る

（
１９
）

。
小
林
に
と
っ
て
最
後
の
骨
董

随
筆
と
な
る
「
備
前
徳
利
」（
昭
五
七
・
三
、１４

：
９

‐１１

）
に
お
い
て
論
じ
ら

れ
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
酒
器
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
小
林
自
身
に
と
っ
て
、
骨
董
愛
好
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
美
的
で
余
技
的
な
「
趣
味
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
な

か
っ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
骨
董
に
は
ま
る
と
い

う
の
は
「
狐
が
憑
く
」
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
と
り
憑
か
れ
た
が
最

後
、
家
庭
生
活
も
破
綻
し
、
文
学
者
た
ち
と
の
交
際
も
中
断
し
、
骨
董
商
と
い

図５ 《古備前徳利》桃山時代，《井戸盃》李朝初期，ともに個人蔵
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う
癖
の
あ
る
「
奇
妙
な
人
間
た
ち
」
と
の
交
流
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
通
常
の
社
会
生
活
を
破
滅
へ
と
も
た
ら
す
一
種
の
「
魔
道
」、
さ

ら
に
い
え
ば
「
地
獄
」
な
の
で
あ
る
（「
伝
統
と
反
逆
」８

：
１９５

‐６

）。「
骨
董
」
と
い
う
語
源
の
不
確
か
な
言
葉
そ
の
も
の
が
魔
的
な

も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
器
物
に
関
す
る
人
間
の
愛
着
や
欲
念
の
歴
史
の
目
方
が
積
も
り
に
積
も
つ
て
」
い
る
。
そ
れ
が
発
す

る
「
臭
い
」
に
対
し
て
「
古
美
術
」
な
ど
と
い
う
「
蓋
」
は
あ
ま
り
に
「
軽
過
ぎ
る
」
の
だ

（
２０
）

（「
骨
董
」８

：
２９０

‐１

）。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、「
狐
」
に
憑
か
れ
て
「
魔
道
」＝

「
地
獄
」
に
堕
ち
て
い
る
間
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
理
性
的
に

言
語
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
骨
董
が
自
分
に
も
た
ら
し
た
も
の
を
意
識
化

し
て
明
確
に
語
り
始
め
る
の
は
、
戦
後
、
す
で
に
「
狐
」
が
落
ち
た
後
な
の
で
あ
る
。

二

反
近
代
の
身
体
技
法
、
あ
る
い
は
「
体
操
」
と
し
て
の
骨
董

「
狐
」
が
落
ち
て
骨
董
熱
が
冷
め
る
前
後
、
昭
和
二
〇
年
代
前
半
の
テ
ク
ス
ト
を
再
読
す
る
と
、
小
林
が
骨
董
い
じ
り
を
、「
西
洋

十
九
世
紀
の
美
学
」（「
骨
董
」８：

２９２

）、
ひ
い
て
は
近
代
の
芸
術
観
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
意
識
的
に
捉
え

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
「
美
学
」
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
、
美

学
と
い
う
も
の
が
「
一
般
的
な
美
の
観
念
」
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
「
演
繹
」
し
て
「
個
々
の
作
品
の
美
し
さ
」
を
云
々
す
る
類
の
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
（「
環
境
」
昭
一
五
・
七
、７

：
９０

）。「
美
し
い
〈
花
〉
が
あ
る
、〈
花
〉
の
美
し
さ
と
い
ふ
様
な
も
の
は
な
い
」
と

い
う
、「
当
麻
」（
昭
一
七
・
四
）
に
お
け
る
よ
く
知
ら
れ
た
文
章
（７

：
３５３

）
も
、
世
阿
弥
を
梃
子
に
し
た
観
念
的
美
学
へ
の
批
判
と

し
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
小
林
の
考
え
る
美
学
の
問
題
点
が
そ
の
観
念
性
の
み
に
限
定
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん

そ
う
で
は
な
い
。
小
林
が
自
分
の
骨
董
体
験
を
も
と
に
展
開
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
芸
術
観
の
批
判
は
、
よ
り
広
い
射
程
を
も
つ
も
の
だ

－１１０－



と
い
え
る
。

ま
ず
小
林
は
、
作
者
の
特
権
性
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
近
代
的
芸
術
観
に
よ
れ
ば
、
作
品
と
は
、
作
者
の
個
性
や
感
情
が
外
的

に
表
現
さ
れ
た
結
果
生
れ
た
も
の
の
謂
で
あ
る
が
、
小
林
は
こ
の
因
果
関
係
の
二
項
を
転
倒
さ
せ
、
実
は
作
者
こ
そ
作
品
の
結
果
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
年
代
的
に
見
て
骨
董
開
眼
以
後
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
伝
統
」（
昭
一
六
・

六
）
で
は
、
夢
殿
の
救
世
観
音
を
見
て
い
て
も
作
者
と
い
う
も
の
は
浮
ん
で
来
ず
「
作
者
と
い
ふ
も
の
か
ら
﹇
…
…
﹈
完
全
に
遊
離
し

た
存
在
」
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
志
賀
直
哉
の
指
摘
を
枕
に
、
作
品
こ
そ
作
者
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
考

え
を
表
明
し
て
い
る
（７

：
２５２

）。
小
林
自
身
が
明
言
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
（『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
』
昭
一
四
・
五
、

６
：
１６１

）、
従
来
の
因
果
関
係
を
逆
転
し
た
こ
の
逆
説
的
な
発
想
の
典
拠
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
で
あ
り

（
２１
）

、
同
じ
考
え
は
「
環
境
」（
昭
一
五
・

七
、７

：
８８

）
に
お
い
て
も
す
で
に
反
復
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
が
そ
の
例
と
し
て
救
世
観
音
像
を
挙
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
判
断

す
る
と
、
こ
の
特
異
な
思
想
に
肉
付
け
を
ほ
ど
こ
し
た
の
は
骨
董
体
験
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
が
い
わ
ば
作
品
の
結
果
と
し
て
事
後
的
に
の
み
立
ち
現
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
こ
そ
小
林
に
と
っ
て
の
古
典
で
あ
り

古
美
術
で
あ
る
が
、
古
典
を
主
題
と
し
て
論
じ
た
後
年
の
テ
ク
ス
ト
群
に
至
る
と
、
作
者
の
相
対
化
に
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
に

な
る
。
た
と
え
ば
「
西
行
」（
昭
一
七
・
一
一
）
で
は
、
技
巧
を
排
し
て
「
驚
く
ほ
ど
平
明
な
純
粋
な
一
楽
句
」
と
化
し
た
西
行
の
詩

句
は
、「〈
読
人
知
ら
ず
〉
の
調
べ
を
奏
で
」
て
い
る
と
述
べ
る
（７

：
４００

）。
さ
ら
に
、
沈
黙
期
に
入
る
直
前
に
書
か
れ
た
「
実
朝
」

（
昭
一
八
・
二
）
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
や
「
歴
史
」
こ
そ
「
僕
等
と
は
比
較
を
絶
し
た
巨
匠
」
で
あ
り
、
作
品
（
こ
こ
で
は
和
歌
）

と
は
そ
れ
ら
と
の
「
え
に
し
」
に
よ
っ
て
生
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
（７

：
４２１

）、
そ
れ
ら
の
前
で
作
者
の
個
性
や
才
能
な
ど
は
問
題
と

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
平
家
物
語
』
の
作
者
名
が
伝
わ
ら
な
い
の
も
偶
然
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
歴
史
」
の
必
然
な
の
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だ
（７

：
４２４

）。
作
者
と
は
い
わ
ば
、「
歴
史
」
や
「
自
然
」
が
そ
れ
を
介
し
て
作
品
と
し
て
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
匿
名
的
な
媒
介
項＝

メ
デ
ィ
ウ
ム
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
土
と
火
と
い
う
「
自
然
」
が
陶
工
の
手
を
借
り
る
こ
と
で
作
品
へ
と
昇
華
す
る
芸
術
、
す
な
わ

ち
小
林
が
熱
中
し
た
陶
芸
と
き
わ
め
て
親
和
的
な
発
想
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
、
作
者
に
よ
る
主
体
的
で
能
動
的
な
自
己
の
〈
表
象
〉
と
い
う
近
代
的
な
行
為
ま
で
も
が

批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
。
自
己
を
表
象
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
小
林
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
実
朝
は
自
ら

の
心
を
歌
に
表
現
し
た
の
で
は
な
く
、「
自
ら
成
つ
た
歌
が
詠
み
捨
て
ら
れ
た
」（「
実
朝
」７

：
４１７

‐８

）
に
す
ぎ
な
い
。
芸
術
家
と
は

自
ら
の
思
想
や
個
性
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
「
新
し
い
物
性
」
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
り
、
そ
の
「
新
し
い
物
質
的
な
る
も
の
に
自

己
が
顕
現
す
る
」（「
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て
」８

：
２４８

）
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
思
い
通
り
に
明
確
に
自
己
を
表
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
象
徴
派
詩
人
た
ち
の
「
自
己
」
と
し
て
の
「
詩
魂
」
は
「représentation

（
明
示
）
に
よ
つ
て
語
る
事
は
出
来

ず
」、
音
楽
の
純
粋
性
に
も
似
た
「
詩
と
い
ふ
象
徴sym

bole

だ
け
が
明
か
す
事
が
出
来
る
」
の
み
で
あ
る
（「
表
現
に
つ
い
て
」
昭
二

五
・
四
、９

：
２７３

）、
等
々
。
小
林
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、「
無
数
の
〈
私
〉
が
何
処
か
へ
飛
び
去
つ
た
形
骸
」（「
秋
」
昭
二
五
・
一
、

９
：
１９１

）、
す
な
わ
ち
自
己
が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
結
果
的
に
立
ち
現
れ
る
何
も
の
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
芸
術
作
品
に
つ

い
て
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
小
林
に
と
っ
て
芸
術
作
品
と
は
、
芸
術
家
と
い
う
主
体
が
能
動
的
に
創
造
す
る
も
の
で
は
な
く
、
作
品

あ
る
い
は
物
質
の
方
が
自
己
展
開
す
る
こ
と
で
生
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ば
現
前
（presentation

）
が
表
象
（rep-

resentation

）
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
林
に
と
っ
て
き
わ
め
つ
き
の
非
表
象
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
日
本
の
や
き
も
の
で

あ
っ
た
。「
純
粋
な
実
体
感
」
を
放
つ
日
本
の
や
き
も
の
は
、
絵
画
や
彫
刻
と
異
な
り
「
何
に
も
表
現
し
て
ゐ
な
い
」（「
信
楽
大
壺
」

昭
四
〇
・
三
、１３

：
１２６

）。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
表
象
を
排
し
た
純
粋
な
現
前
な
の
で
あ
る
。
小
林
に
よ
る
近
代
的
表
象
批
判
の
基
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盤
が
や
き
も
の
愛
好
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
ば
言
い
す
ぎ
だ
ろ
う
か

（
２２
）

。

か
く
し
て
作
者
と
そ
れ
に
よ
る
表
象
行
為
が
括
弧
に
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
で
前
景
化
し
て
く
る
の
が
鑑
賞
者
の

地
位
で
あ
る
。「
伝
統
」
に
お
い
て
す
で
に
、
鑑
賞
と
は
受
動
的
な
行
為
で
は
な
く
「
模
倣
と
い
ふ
行
為
の
意
識
化
し
純
化
し
た
も

の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
救
世
観
音
像
の
美
を
「
わ
が
も
の
と
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
僕
等
の
心
も
身
体
も
救
ふ
」
も
の

だ
と
述
べ
て
い
る
（７

：
２５６

）。
ま
た
、
聴
衆
を
前
に
し
て
の
上
演
を
前
提
と
し
た
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
な
文
学
作
品
は
、「
語
り
手

と
聞
き
手
達
と
の
間
に
成
立
し
た
」
共
同
作
品
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
本
質
的
に
、
工
芸
品
め
い
た
性
質
が
あ
る
」
と

も
指
摘
し
て
い
る
（「
平
家
物
語
」
昭
三
五
・
七
、１２

：
１６０

）。「
工
芸
品
」
と
い
う
語
を
用
い
る
小
林
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、〈
主
〉

と
〈
客
〉
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
茶
の
湯
の
空
間
で
使
用
さ
れ
る
茶
陶
な
ど
の
骨
董
品
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
小
林
は

「
真
贋
」
に
お
い
て
、
古
美
術
商
の
瀬
津
伊
之
助
の
志
野
茶
碗
購
入
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
後
、「
鑑
賞
も
一
種
の
創
作
だ
か
ら
、

一
流
の
商
売
人
に
は
癖
の
強
い
人
が
多
い
の
で
あ
る
」（１０

：
２５

）
と
述
べ
て
い
る
。「
創
作
」
と
い
う
契
機
を
も
含
み
こ
ん
だ
「
鑑

賞
」
を
小
林
に
教
え
た
の
は
、
青
山
二
郎
、
瀬
津
伊
之
助
、
秦
秀
雄
ら
「
癖
の
強
い
」
骨
董
商
や
愛
好
家
た
ち
で
あ
っ
た

（
２３
）

。

他
方
、
小
林
が
創
作
と
し
て
の
鑑
賞
と
対
比
す
る
の
が
「
解
釈
」
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
作
者
や
登
場
人
物
の
心
理
状
態
、
あ
る

い
は
作
品
の
時
代
背
景
な
ど
を
言
葉
を
尽
く
し
て
分
析
し
、
そ
の
分
析
を
積
み
重
ね
て
創
造
の
源
泉
へ
到
達
し
よ
う
と
す
る
「
解
釈
」

な
ど
、
結
局
は
「
巧
言
令
色
」（「
歴
史
の
魂
」
昭
一
七
・
七
、７

：
３７２

‐３

）
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
思
想
を
最
も
明
確
に
語
っ
て
い
る
の

は
、
人
口
に
膾
炙
し
た
次
の
文
章
で
あ
る
――
「
解
釈
を
拒
絶
し
て
動
じ
な
い
も
の
だ
け
が
美
し
い
、
こ
れ
が
宣
長
の
抱
い
た
一
番
強

い
思
想
だ
。
解
釈
だ
ら
け
の
現
代
に
は
一
番
秘
め
ら
れ
た
思
想
だ
」（「
無
常
と
い
ふ
事
」
昭
一
七
・
六
、７

：
３５９

）。
と
は
い
え
、
こ

の
よ
う
な
思
想
を
彼
が
生
み
出
す
重
要
な
契
機
に
な
っ
た
の
は
本
居
宣
長
で
は
な
く
、
や
は
り
骨
董
体
験
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
こ
ち
ら
の
想
像
も
解
釈
も
、
こ
れ
に
対
し
て
為
す
と
こ
ろ
が
な
く
」、
そ
れ
を
見
て
い
る
と
こ
ち
ら
の
「
観
念
の
最
期
の
残
滓
が
吸

ひ
取
ら
れ
て
行
く
」
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、「
こ
ち
ら
の
心
の
動
き
を
黙
殺
し
て
、
自
ら
足
り
て
い
る
」
美
を
小
林
に
教
え
た
の

は
、「
一
つ
の
壺
」（
図
３
）
だ
っ
た
と
、
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
（「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」７：

３５４

‐５

）。
彼
に
と
っ
て
壺
こ
そ
、
解
釈
や

分
析
の
視
線
さ
え
も
同
化
吸
収
し
て
自
ら
充
足
す
る
美
の
現
前
の
あ
り
方
の
完
璧
な
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
、
あ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
壺
」（
昭
三
七
・
五
）
と
題
さ
れ
た
後
年
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
――

と
も
あ
れ
、
私
は
、
壺
と
い
ふ
も
の
が
好
き
で
あ
る
。
人
間
が
泥
を
捏
ね
て
、
火
で
焼
く
工
夫
を
始
め
た
時
、
壺
を
作
つ
て
み
て

初
め
て
安
心
し
た
に
違
ひ
な
い
と
言
つ
た
感
じ
を
与
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
皿
で
も
茶
碗
で
も
徳
利
で
も
、
皆
、
実
は
壺
に
作
ら

れ
て
安
心
し
た
か
つ
た
と
言
つ
て
い
る
風
が
あ
る
。
ど
う
も
、
焼
き
物
の
姿
と
い
ふ
も
の
は
、
中
身
は
何
ん
で
も
よ
い
、
酒
で
も
種

子
で
も
骨
で
も
よ
い
、
と
も
か
く
物
を
大
切
に
入
れ
て
蓄
へ
る
と
い
ふ
用
を
買
つ
て
出
た
と
こ
ろ
に
、
一
番
、
物�

に�

動�

じ�

な�

い�

姿�

を

現
す
や
う
で
あ
る
（１２
：
３２２

）。

そ
し
て
、
美
や
歴
史
の
秘
密
を
言
葉
に
よ
っ
て
解
釈
し
暴
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
方
法
論
や
先
入
見
を
可
能
な
限
り
排
し
て
、

「
そ
の
秘
密
を
打
ち
明
け
る
様
に
な
る
の
を
、
ぢ
つ
と
待
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
り
方
」（「
文
芸
月
評
ⅩⅩⅠ
――
林
房
雄
の
『
西
郷
隆
盛
』

其
他
」
昭
一
六
・
八
、７

：
２７６

）
こ
そ
が
重
要
と
な
る
。
そ
れ
に
は
謙
虚
さ
と
忍
耐
が
必
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
虚
に
あ
つ
て
実
を

行
ふ
」
こ
と
を
目
指
し
た
芭
蕉
の
よ
う
に
「
己
を
空
し
く
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
（「
歴
史
の
魂
」７

：
３７５

‐６

）。
自
己
を

捨
て
去
っ
た
空
虚
な
器
と
化
し
て
、
そ
こ
に
――
あ
た
か
も
恩
寵
の
よ
う
に
？
――
美
や
歴
史
が
到
来
し
自
ら
を
満
た
す
の
を
じ
っ
と
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待
つ
こ
と
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
壺
と
化
す
こ
と
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
〈
創
作＝

鑑
賞
〉
と
鋭
く
対
比
さ
れ
る
の
が
、
近
代
的
な
文
化
装
置
た
る
美
術
館
に
お
け
る
鑑
賞
行
為
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
感
想
」（
昭
一
六
・
一
）
と
「
骨
董
」
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
昭
和
一
五

年
一
一
月
五
日
か
ら
に
二
四
日
に
か
け
て
、
上
野
の
帝
国
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て
い
た
「
正
倉
院
御
物
特
別
展
覧
観
」
の
会
場
に
お
け

る
あ
る
体
験
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
美
し
い
と
感
じ
て
い
た
美
術
品
が
、
突
然
「
奇
妙
な
具
合
に
ガ
ラ
ス
の
箱

に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
」
に
強
い
違
和
感
を
抱
き
、
さ
ら
に
は
「
美
術
を
鑑
賞
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
自
分
の
行
為
を
、
突
然
奇
怪
極

ま
る
も
の
と
感
ず
る
」、
強
い
「
シ
ョ
ッ
ク
」
に
似
た
体
験
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
小
林
は
、
奈
良
に
住
ん
で
い
て
し
ば
し
ば
博

物
館
に
足
を
運
ん
で
い
た
若
い
頃
、「
往
時
の
健
全
な
意
味
を
悉
く
剥
奪
さ
れ
、
ガ
ラ
ス
箱
の
な
か
に
抽
象
化
さ
れ
た
歴
史
の
残
骸
の
、

グ
ロ
テ
ス
ク
と
い
ふ
よ
り
他
形
容
の
仕
様
の
な
い
木
偶
の
群
れ
」
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
、
同
様
の
体
験
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
い
る
（７：

１６５

‐７

）。

古
美
術
鑑
賞
に
対
す
る
こ
う
し
た
き
わ
め
て
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
展
覧
会
当
時
、
小
林
は
ま
だ

骨
董
に
開
眼
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
２４
）

が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
作
品
を
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
な
「
残
骸
」
へ
と
「
抽
象
化
」

し
て
し
ま
う
原
因
が
、
作
品
を
「
ガ
ラ
ス
の
箱
に
閉
ぢ
込
め
」
て
接
触
を
禁
ず
る
と
い
う
処
置
、
す
な
わ
ち
美
術
館
に
お
け
る
鑑
賞
者

の
身
体
性
の
抑
圧
あ
る
い
は
抹
消
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
「
骨
董
」
に
お
い
て
さ
ら
に
探
究
さ
れ
る
。
小
林
は
ト
ル

ス
ト
イ
の
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
を
敷
衍
し
つ
つ
、
美
術
館
や
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
の
「
美
の
近
代
的
鑑
賞
」
に
お
け
る
観

衆
や
聴
衆
と
は
、「
行
為
を
禁
止
」
さ
れ
、
そ
の
頭
脳
を
「
空
虚
な
妄
想
」
で
満
た
さ
れ
た
「
夢
遊
病
者
」
的
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
述
べ
る
（８：

２９２

‐３

）。
そ
の
「
観
念
過
剰
」
性
こ
そ
が
鑑
賞
後
の
「
不
快
な
疲
労
感
」
の
原
因
で
あ
る
が
、
こ
の
疲
労
は
、
昭
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和
一
三
年
秋
の
朝
鮮
旅
行
中
、
慶
州
の
仏
国
寺
で
す
で
に
彼
を
襲
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

（
２５
）

（「
慶
州
」６

：
４８７

）。
そ
し
て
小
林
に

と
っ
て
、「
行
為
」
を
鑑
賞
の
場
に
奪
還
す
る
た
め
の
訓
練
が
「
焼
き
物
い
ぢ
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
美
し
い
器
物
を
創
り
出
す
行

為
を
、
美
し
い
器
物
を
使
用
す
る
う
ち
に
再
発
見
」（「
骨
董
」８

：
２９２

）
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
単
に
や
き
も
の
を
見
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
に
触
れ
て
さ
ら
に
は
使
用
す
る
、
つ
ま
り
は
積
極
的
に
関
わ
る
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞regarder

は
こ
の
両
義
性
を
含
意
し
た
語

で
あ
る
）
中
で
、
創
造
と
鑑
賞
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
触
覚
の
復
権
の
名
の
下
に
近

代
的
な
視
覚
の
優
位
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
が
、
小
林
自
身
は
も
う
少
し
噛
み
砕
い
て
（
し
か
し
彼
ら
し
い
逆
説
と
と
も

に
）、
自
分
が
毎
日
晩
酌
で
使
っ
て
い
る
徳
利
と
盃
（
図
５
）
を
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――
「
一
番
好
き
な
焼
き
物
は
、

私
が
一
番
見
て
は
ゐ
な
い
も
の
だ
」（「
信
楽
大
壺
」１３

：
１２４

）。

さ
ら
に
骨
董
は
、
購
入
あ
る
い
は
所
有
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
カ
ン
ト
的
な
無
関
心
性
に
基
づ
く
美
的
距
離
を
無
効
化
す
る
も

の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
で
は
な
く
「
美
と
実
際
に
交
際
」（「
骨
董
」８

：
２９５

）
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
が
、
彼
が
骨
董
を
買
う
こ
と
を
通
じ
て
学
ん
だ
重
要
な
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
美
的
価
値
と
貨
幣
価
値
と
の
等
価
化

で
あ
る
。
骨
董
業
界
と
は
作
品
の
価
値
が
す
べ
て
価
格
す
な
わ
ち
数
字
へ
と
還
元
さ
れ
る
、
現
実
的
で
容
赦
の
な
い
世
界
で
あ
る
。
他

方
、
文
学
や
美
術
鑑
賞
に
は
そ
う
し
た
厳
し
さ
が
欠
け
て
い
る
。
骨
董
の
「
狐
」
が
憑
い
て
い
た
頃
の
小
林
は
、
文
学
に
お
け
る
言
葉

を
骨
董
の
よ
う
に
値
踏
み
し
、
そ
の
価
値
を
金
銭
的
に
明
示
す
る
こ
と
を
夢
想
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
さ
え
い
る
――
「
言
霊
と

い
ふ
言
葉
の
意
味
は
、
百
円
の
言
葉
で
本
当
に
百
円
の
物
が
買
へ
る
、
さ
う
い
ふ
言
葉
に
は
魂
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
」（「
文
学
者

の
提
携
に
つ
い
て
」
昭
一
八
・
一
〇
、７：

４４４

）。
こ
の
よ
う
な
発
想
も
、
身
銭
を
切
っ
て
の
骨
董
購
入
の
体
験
な
し
に
は
考
え
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
小
林
は
、
骨
董
の
購
入
・
所
有
・
使
用
を
通
じ
て
、
近
代
的
鑑
賞
が
抑
圧
し
排
除
し
て
き
た
〈
肉
体
〉
を
回
復
し
う

る
と
信
じ
た
。
近
代
人
を
疲
労
さ
せ
る
妄
想
的
な
美
の
鑑
賞
は
わ
れ
わ
れ
の
時
代
特
有
の
病
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
回
復
す
る
に
は
頭
脳

か
ら
「
文
学
的
観
念
を
追
い
出
す
」
必
要
が
あ
る
。
骨
董
と
は
そ
の
た
め
の
「
辛
い
あ
る
訓
練
」（「
鼎
談
」
昭
二
二
・
九
、８

：
１７３

）

な
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
一
種
の
「
体
操
」（「
旧
文
學
界
同
人
と
の
対
話
」８

：
１５５

）
な
の
だ

（
２６
）

。
こ
こ
で
否
応
な
く
想
起
さ
れ
る
の
は
、

「
当
麻
」
に
お
い
て
小
林
が
世
阿
弥
に
語
ら
せ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
――
「
肉
体
の
動
き
に
則
つ
て
観
念
の
動
き
を
修
正
す
る

が
い
ゝ
、
前
者
の
動
き
は
後
者
の
動
き
よ
り
遥
か
に
微
妙
で
深
遠
だ
か
ら
」（７

：
３５３

）。
こ
れ
は
、
観
念
の
動
き
は
肉
体
の
動
き
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
と
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
芸
術
理
論
家
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
以
後
、
西
洋
文
化
を
深
く
規
定
し
て
き
た
表
象
の
原
理
そ
の
も

の
を
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
転
倒
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
小
林
は
ま
さ
し
く
こ
の
世
阿
弥
の
助
言
に
従
い
、
骨
董
い
じ
り
と
い
う「
体
操
」

に
よ
っ
て
「
観
念
の
動
き
を
修
正
」
し
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
古
陶
と
い
う
無
表
情
で
非
表
象
的
な
仮
面
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、「
言

語
障
碍
」（「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」７
：
３５５

）
の
状
態
に
あ
え
て
身
を
置
き
つ
つ
、
能
の
ご
と
き
無
言
劇
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

三

曖
昧
な
る
物
質
、
あ
る
い
は
「
上
手
に
思
ひ
出
す
事
」
と
し
て
の
骨
董

骨
董
を
通
じ
て
小
林
が
行
な
っ
た
近
代
的
芸
術
観
の
批
判
――
作
者
の
特
権
性
の
相
対
化
、
表
現＝

表
象
の
論
理
の
専
制
へ
の
疑
義
、

鑑
賞
者
の
地
位
の
前
景
化
、
解
釈
行
為
や
美
術
館
と
い
う
制
度
へ
の
批
判
、「
関
心
」
と
身
体
性
の
回
復
――
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト

近
代
を
経
た
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
今
さ
ら
改
め
て
注
目
す
べ
き
論
点
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
小
林
に
と
っ
て
骨
董
が
、
通
常
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
前－

近
代
的
な
営
為
で
は
な
く
、
近
代
の
美
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
題

化
す
る
た
め
の
、
自
覚
的
に
反－

近
代
的
（
あ
る
い
は
対
抗－

近
代
的
）
な
身
体
技
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
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だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
林
の
「
焼
き
物
い
ぢ
り
」
に
よ
る
近
代
批
判
は
、
さ
ら
に
広
い
射
程
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

彼
に
と
っ
て
、
単
に
従
来
の
美
学
美
術
史
学
批
判
の
た
め
の
ア
リ
バ
イ
で
は
な
く
、
近
代
の
歴
史
学
、
あ
る
い
は
歴
史
認
識
や
時
間
観

そ
の
も
の
へ
と
鋭
く
疑
義
を
呈
す
る
た
め
の
契
機
を
な
し
て
も
い
る
の
で
あ
る

（
２７
）

。

昭
和
七
年
、
小
林
は
明
治
大
学
に
創
設
さ
れ
た
文
芸
科
に
講
師
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
そ
の
後
昭
和
二
一
年
八
月
に
辞
職
す
る
ま
で
同

大
学
で
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
担
当
科
目
は
「
文
学
概
論
」
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
一
年
頃
か
ら
は
日
本
文
化
史
を
講
ず

る
よ
う
に
な
っ
た

（
２８
）

。
そ
の
中
で
彼
が
気
づ
い
た
の
は
、
専
門
的
歴
史
家
た
ち
に
「
歴
史
を
見
る
活
眼
」（「
歴
史
の
活
眼
」７

：
５６５

）
が

欠
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
学
生
た
ち
が
「
歴
史
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
、
ま
こ
と
に
冷
い
心
を
持
つ
て
い
る
と
い
ふ
事
」（「
歴
史
と
文

学
」
昭
一
六
・
三
、７

：
１９５

）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
歴
史
家
た
ち
が
「
史
料
の
泥
沼
」（「
歴
史
の
活
眼
」７：

５６５

）
に
足
を
と
ら
れ
て
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、
歴
史
観
や
方
法
論
に
観
念
的
に
囚
わ
れ
る
あ

ま
り
、
歴
史
そ
の
も
の
を
見
据
え
る
可
能
性
を
失
っ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
彼
が
繰
り
返
し
批
判
す
る
の
が
、
実
証
主
義
と

唯
物
史
観
と
い
う
二
つ
の
近
代
思
想
に
基
づ
い
た
歴
史
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は「
到
来
物
の
歴
史
解
釈
」（「
モ
オ
ロ
ア
の『
英
国
史
』

に
つ
い
て
」
昭
一
五
・
四
、７

：
６３

）
の
方
法
に
す
ぎ
ず
、
そ
う
し
た
「
現
代
に
於
け
る
鰯
の
頭
」（「
歴
史
と
文
学
」７

：
１９４

）
を
過

信
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
歴
史
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
小
林
は
自
分
の
文
芸
批
評
の
唯
一
の
原
理
を
、
メ
ト
ド
ロ
ギ
ー
へ
の

軽
視
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
嫌
悪
に
求
め
て
い
る

（
２９
）

が
、
そ
れ
は
歴
史
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
新
奇
さ
を
競

う
外
来
の
歴
史
解
釈
法
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
対
す
る
「
活
眼
」
が
失
わ
れ
る
の

は
、
そ
れ
ら
が
「
人
々
の
生
き
血
を
吸
」
う
た
め
な
の
で
あ
る
（「
バ
ッ
ハ
」
昭
一
七
・
九
、７

：
３８２

）。
そ
の
と
き
歴
史
も
ま
た
「
死
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骸
に
変
じ
」
る
ほ
か
は
な
い
（「
歴
史
の
活
眼
」７

：
５６５

）。

で
は
「
活
眼
」
を
得
る
た
め
に
歴
史
家
が
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「
生
活
感
情
」（「
モ
オ
ロ
ア
の
『
英
国

史
』
に
つ
い
て
」７

：
６３

）、
あ
る
い
は
「
常
識
」（「
歴
史
の
活
眼
」７
：
５６４

）
で
あ
る
。
小
林
は
の
ち
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

――
「
一
片
の
資
料
と
現
在
の
生
活
経
験
さ
へ
あ
れ
ば
、
仮
説
も
理
論
も
介
在
さ
せ
ず
に
、
過
去
の
人
間
を
生
き
か
へ
ら
せ
る
事
が
出

来
る
」（「
歴
史
」
昭
三
八
・
五
、１２

：
４３６

）。
特
殊
で
観
念
的
な
方
法
論
で
は
な
く
、
生
活
に
深
く
根
ざ
し
血
肉
化
し
た
経
験
や
感
情

に
よ
っ
て
の
み
、
歴
史
の
中
の
死
者
た
ち
は
蘇
生
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
小
林
が
理
想
的
な
歴
史
家
の
モ
デ
ル
と
し
て

想
像
す
る
の
が
、
死
ん
だ
子
を
悼
む
母
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
比
喩
を
小
林
が
初
め
て
用
い
た
の
は
、「
エ
ー
ヴ
・
キ
ュ
ー
リ
ー
『
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
伝
』」（
昭
一
四
・
二
）

に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
短
文
に
お
い
て
彼
は
、
伝
記
と
は
紙
上
で
死
者
に
再
び
生
命
を
与
え
る
と
い
う
「
奇
蹟
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
深
い
非
合
理
性
」
が
宿
っ
て
い
る
と
述
べ
る
（６：

４８

）。
そ
し
て
、
そ
の
伝
記
作
家
の
蘇
生
の
「
技
術
」
を
「
体
得
」
し
て
い
る

の
が
、「
自
分
の
悲
し
み
の
情
と
さ
ゝ
や
か
な
死
児
の
遺
品
」
と
が
あ
れ
ば
そ
の
姿
を
「
恐
ら
く
生
き
て
ゐ
た
時
の
姿
よ
り
も
も
つ
と

鮮
や
か
に
心
の
裡
に
描
き
出
す
」
こ
と
の
で
き
る
、「
ペ
ン
を
持
た
ぬ
母
親
」
な
の
で
あ
る
（６

：
４９

）。
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
は
『
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
』
の
序
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
「
歴
史
に
つ
い
て
」（
昭
一
四
・
五
）
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（６

：
１０８

‐９

）、

そ
れ
が
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
の
が
「
歴
史
と
文
学
」（
昭
一
六
・
三－

四
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
こ
の
比
喩
が

歴
史
全
体
へ
と
投
影
さ
れ
る
。
歴
史
を
貫
く
の
は
、
実
証
主
義
や
合
理
主
義
の
歴
史
観
が
説
く
よ
う
な
因
果
関
係
の
連
鎖
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
僕
等
の
愛
惜
の
念
」
で
あ
り
、
歴
史
そ
れ
自
体
「
人
類
の
巨
大
な
恨
み
に
似
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
小
林
に
よ

れ
ば
、
歴
史
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
記
憶
な
き
〈
喪
〉
の
技
術
な
の
で
あ
り
、「
子
供
の
面
影
が
、
今
も
な
ほ
眼
の
前
に
チ
ラ
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つ
く
」
か
の
よ
う
に
、
歴
史
的
出
来
事
が
「
今
も
な
ほ
﹇
…
…
﹈
在
る
事
が
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
」（７

：
２０１

）、
す
な
わ

ち
不
在
の
過
去
の
視
覚
的
な
再
‐
現
前
化
の
謂
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
自
体
は
骨
董
を
愛
好
す
る
以
前
か
ら
小
林
が
抱
い
て
い
た

も
の
だ
が
、
骨
董
開
眼
以
後
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
「
歴
史
と
文
学
」
で
は
、
こ
の
思
考
が
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
――
「
惜
し
と
想
へ
ば
全
歴
史
は
己
れ
の
掌
中
に
あ
る
の
で
す
」（７：

２１９

）。
歴
史
的
時
間
の
結
晶
化
と
掌
に
お
け
る
所
有
、
そ

れ
は
ま
さ
し
く
骨
董
愛
好
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
言
え
る
。

他
方
、
子
を
失
っ
た
母
の
比
喩
ほ
ど
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
小
林
が
歴
史
記
述
の
モ
デ
ル
と
し
て
挙
げ
る
も
う
ひ
と
つ
の
範
例
が

あ
る
。
そ
れ
は
古
寺
の
瓦
で
あ
り
、
骨
董
愛
好
と
の
関
連
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
も
こ
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

青
山
二
郎
に
よ
れ
ば
、
小
林
は
実
際
に
「
漢
代
の
瓦
」
を
所
蔵
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

（
３０
）

。

こ
の
比
喩
が
最
初
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
一
四
年
の
テ
ク
ス
ト
「
歴
史
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
史
料

と
い
う
存
在
に
自
然
の
物
質
と
人
間
の
営
為
と
を
と
も
に
見
出
す
人
間
の
能
力
――
「
人
間
を
自
然
化
し
よ
う
と
す
る
能
力
」
と
「
自

然
を
人
間
化
し
よ
う
と
す
る
能
力
」
――
の
両
面
性
を
論
ず
る
た
め
に
、
こ
の
比
喩
が
用
い
ら
れ
る
。
い
わ
く
、「
古
寺
の
瓦
を
手
に
す

る
人
間
は
、
そ
の
重
さ
を
積
る
一
方
、
そ
こ
に
人
間
の
姿
を
想
ひ
描
く
二
重
人
な
の
で
あ
る
」（６：

１０６

）。
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
史

料
が
瓦
と
い
う
事
物
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、
文
書
史
料
や
そ
の
他
の
歴
史
的
遺
物
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
積
極
的
な

意
味
が
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
「
環
境
」
に
お
い
て
は
、
古
寺
の
瓦
の
も
つ
意
味
合
い
が

若
干
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
小
林
は
、
現
在
に
お
け
る
瓦
の
現
前
と
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
過
去
そ
の
も
の
の
不
在
と
の

逆
説
的
な
関
係
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
瓦
そ
の
も
の
は
い
ま
だ
実
在
し
て
い
る
が
過
去
そ
れ
自
体
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
と

い
う
こ
と
は
、
瓦
を
手
に
と
っ
た
者
が
前
に
し
て
い
る
の
は
過
去
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
過
去
と
考
え
ら
れ
た
現
在
の
事
物
を
前
に
し

－１２０－



た
自
分
自
身
の
あ
る
心
理
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
分
析
的
で
錯
綜
し
た
歴
史
認
識
そ
れ
自
体
、
近
代
特
有
の

自
意
識
の
病
の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、「
瓦
を
手
に
し
て
古
へ
を
想
ふ
と
い
ふ
能
力
」
を
養
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
い
か
に
も
自
然
に
、
極
め
て
直
接
に
過
去
の
人
々
の
姿
を
読
」
む
と
い
う
「
素
朴
な
経
験
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
れ

は
、「
瓦
を
単
に
観
察
」
す
る
の
で
は
な
く
、「
瓦
を
経
験
」
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（７

：
８６

‐７

）。

「
歴
史
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
瓦
の
も
つ
「
重
さ
」
は
、
そ
の
自
然
の
物
体
と
し
て
の
質
量
を
た
だ
即
物
的
に
示
す
も
の
と
見
な

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
「
環
境
」
で
は
、
瓦
を
眺
め
て
「
観
察
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
手
に
と
っ
て
そ
の
重
み
を
確
か
め
る
こ
と

こ
そ
、
文
字
通
り
歴
史
の
重
み
を
直
接
「
経
験
」
し
、
さ
ら
に
は
過
去
の
人
間
の
姿
を
「
想
ふ
」
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
隔
て
る
差
異
か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
物
質
に
対
す
る
小
林
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
態
度
で
あ
る
。

彼
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
ひ
と
つ
の
「
神
話
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

「
自
然
を
人
間
化
し
よ
う
と
す
る
能
力
」
す
な
わ
ち
歴
史
と
い
う
神
話
を
紡
ぐ
「
想
像
力
」
が
際
限
な
く
膨
張
し
て
い
く
の
を
「
限
定
」

す
る
規
制
力
を
も
つ
の
が
「
史
料
の
物
質
性
」
で
あ
る
（「
歴
史
に
つ
い
て
」６

：
１０６

‐７

）。
さ
ら
に
小
林
は
、
物
質
に
よ
る
想
像
力
の

抑
制
と
い
う
こ
の
考
え
方
を
、
歴
史
の
み
な
ら
ず
文
学
や
芸
術
一
般
に
も
拡
大
し
て
適
用
す
る
。
た
と
え
ば
「
疑
惑
Ⅱ
」（
昭
一
四
・

八
）
に
お
い
て
は
、
大
理
石
に
鑿
を
振
る
う
彫
刻
家
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
彼
は
「
統
制
」
が
な
け
れ
ば
創
造
の
「
自
由
」
も
な
い
と

述
べ
て
い
る

（
３１
）

（６
：
５０６

）。
こ
こ
で
の
「
統
制
」
に
は
、
言
語
の
形
式
や
材
料
、
あ
る
い
は
伝
統
が
も
つ
規
定
力
の
み
な
ら
ず
、
戦
時

下
の
政
治
的
統
制
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
含
意
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
小
林
の
歴
史
観

や
芸
術
観
に
認
め
ら
れ
る
、
精
神
の
自
由
と
物
質
の
限
定
の
間
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
と
も
形
容
す
べ
き
せ
め
ぎ
あ
い
で
あ
る
（
彫
刻

家
の
例
を
挙
げ
る
小
林
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
彼
の
敬
愛
す
る
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
こ
と
を
こ
の
上
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な
く
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
湯
川
秀
樹
と
の
対
談
「
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て
」
で
あ
る
――
「
ぼ
く
は
二
元
論
者
で
す
。
精
神
と

い
う
も
の
は
い
つ
も
物
性
の
制
約
と
戦
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」（８：
２５６

）。

だ
が
他
方
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
環
境
」
で
は
、
古
寺
の
瓦
が
も
つ
物
質
的
な
重
さ
や
そ
の
感
触
こ
そ
が
、
過
去
の
人
々
の
姿
を

「
想
ふ
」
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
物
質
性
が
む
し
ろ
歴
史
的
想
像
力
の
飛
翔
を
促
す
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
質
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
曖
昧
で
両
義
的
な
態
度
が
す
で
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
「
環
境
」
は
、

わ
れ
わ
れ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
な
お
骨
董
開
眼
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
の
小
林
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
物
質
は
空
想
力

を
抑
制
す
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
歴
史
の
「
形
」
を
想
像
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
最
も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
無
常
と
い
ふ
事
」
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
た
そ
の
冒
頭
部
で
語
ら
れ
る
の
は
、
比
叡
山
の
山
王
権
現
の
あ
た
り
を
散
策
し
、
青
葉
や
石
垣
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て

い
る
と
、『
一
言
芳
談
抄
』
中
の
あ
る
文
章
が
突
然
想
起
さ
れ
、
そ
れ
が
「
心
に
滲
み
わ
た
」
り
、
そ
の
美
し
さ
に
強
く
動
か
さ
れ
た

体
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
充
ち
足
り
た
時
間
」、「
自
分
が
生
き
て
い
る
証
拠
だ
け
が
充
満
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
は
つ
き
り
と
わ

か
つ
て
ゐ
る
様
な
時
間
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
小
林
は
、
あ
の
時
自
分
が
「
実
に
巧
み
に
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
」
の
は
「
鎌
倉
時

代
」
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
自
問
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
（７：

３５７

‐８

）。

こ
れ
ま
で
無
数
の
論
者
に
よ
っ
て
註
釈
が
加
え
ら
れ
て
き
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
小
林
が

歴
史
を
直
接
的
で
無
媒
介
的
な
「
幻
覚
」
と
し
て
体
験
し
た
の
で
は
な
く
、『
一
言
芳
談
抄
』
の
文
章
を
介
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
「
当

時
の
絵
巻
物
の
残
欠
で
も
見
る
様
」
に
、
あ
る
い
は
「
古
び
た
絵
の
細
勁
な
描
線
を
辿
る
様
に
」、
視
覚
的
表
象＝

再
現
前
と
し
て
想

起
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
環
境
」
に
お
い
て
小
林
は
、（
古
寺
の
瓦
と
い
う
）
古�

美�

術�

を�

介�

し�

て�

歴
史
を
想
像
す
る
術
に
つ
い
て
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論
じ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、（
絵
巻
物
と
い
う
）
古�

美�

術�

で�

あ�

る�

か�

の�

よ�

う�

に�

歴
史
を
想
像
す
る
術
、

あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、（
絵
巻
物
と
い
う
）
イ�

メ�

ー�

ジ�

と�

し�

て�

表�

象�

さ�

れ�

た�

（『
一
言
芳
談
抄
』
と
い
う
）
テ�

ク�

ス�

ト�

を�

介�

し�

て�

歴

史
を
想
起
す
る
、
二
重
に
媒
介
さ
れ
た
体
験
な
の
で
あ
る

（
３２
）

。

古
典
的
文
芸
作
品
を
「
古
代
の
美
術
品
の
様
に
」〈
観
る
〉
と
い
う
体
験
は
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
わ
ず
か
一
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ

た
「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」
に
お
い
て
す
で
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
林
は
、
カ
エ
サ
ル
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
が
、「﹇
学
者

た
ち
が
﹈
地
中
か
ら
堀
起
し
て
感
嘆
し
た
か
も
知
れ
ぬ
ロ
オ
マ
の
戦
勝
記
念
碑
の
破
片
の
様
に
」
自
分
の
前
に
現
れ
、
自
分
に
迫
り
、

さ
ら
に
自
分
を
「
吃
ら
せ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
文
体
は
「
石
の
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
面
、
強
い
彫
り
の
線
」
の
よ
う
な
触
覚
性
と
物

質
性
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
感
知
さ
れ
る
。
そ
し
て
小
林
は
、
印
刷
術
発
明
以
前
に
お
け
る
言
葉
や
文
字
が
、「
一
種
の
器
物
の
様
に
」、

つ
ま
り
彼
が
愛
し
た
古
陶
の
よ
う
に
「
丁
寧
な
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
た
」
は
ず
だ
と
述
べ
、
言
葉
が
か
つ
て
の
よ
う
な
「
実
質
」
を
失
っ

て
「
何
の
抵
抗
も
受
け
ず
飛
び
廻
つ
て
ゐ
る
」
現
代
と
対
比
し
て
い
る
（７：

３５５

‐６

）。
だ
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
言
語＝

器
物
の
「
実

質
」
は
、「
人
々
の
空
想
」
を
統
制
す
る
「
抵
抗
」
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
小
林
の
歴
史
的
想
像
力
を
作
動
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
も

い
る
。
実
際
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
――
「
サ
ン
ダ
ル
の
音
が
聞
え
る
、
時
間
が
飛

び
去
る
」（７：
３５６

）。
そ
し
て
こ
の
結
語
は
そ
の
ま
ま
「
無
常
と
い
ふ
事
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」
は
、
自
分
が
骨
董
の
「
狐
」
に
憑
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
文
学
や
美
一
般

に
つ
い
て
新
し
い
視
点
か
ら
考
察
す
る
可
能
性
を
見
出
し
た
こ
と
を
、
小
林
が
最
初
に
明
言
し
た
文
章
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
以
上
で

論
じ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
古
美
術
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る
対
象
――
古
寺
の
瓦
、
絵
巻
物
、
古
代
ロ
ー
マ
の
記
念

碑
――
が
、
い
ず
れ
も
骨
董
の
よ
う
な
古
色
と
質
感
を
帯
び
た
断
片
（「
残
欠
」「
古
び
た
絵
」「
破
片
」「
石
の
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
面
」）
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と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
小
林
で
あ
れ
ば
自
然
に
よ
る
物
理
的
な
破

壊
作
用
、
つ
ま
り
人
間
の
歴
史
認
識
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
で
あ
ろ
う
も
の
こ
そ
、
こ
こ
で
人
間
の
歴
史
的
過
去
を「
上

手
に
思
ひ
出
す
事
」（「
無
常
と
い
ふ
事
」７

：
３６０

）
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
の
こ
の
よ
う
な
物
質
観
の
変
化
の
背
後
に

骨
董
へ
の
耽
溺
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
時
下
に
お
け
る
「
思
ひ
出
す
事
」
の
経
験
を
戦
後
に
自
覚
的
に
〈
思

い
出
す
〉
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た
「
平
家
物
語
」
で
は
、
こ
の
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
戦
時
中
『
平
家
物
語
』
を
愛
読
し
て

つ
る
ば
し
り

こ

ざ
ね

い
た
小
林
は
、「
源
平
時
代
の
も
の
と
言
は
れ
る
、
絵
模
様
あ
る
弦
走
の
革
切
れ
だ
と
か
、
黒
漆
の
小
札
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
を
、

道
具
屋
か
ら
見
附
け
て
来
て
は
持
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
ら
「
怪
し
げ
な
残
闕
」
も
、「
手
元
に
置
い
て
打
返
し
眺
め
て
ゐ
る
と
、

私
の
空
想
を
支
へ
る
不
思
議
な
力
を
持
つ
て
い
た
」（１２

：
１５８

）
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
こ
う
も
述
べ
る
――
「『
平
家
』
と
い
ふ
装

束
は
、
言
は
ば
私
達
の
机
上
に
あ
る
。
面�

倒�

な�

補�

修�

保�

存�

の�

労�

も�

要�

ら�

ぬ�

。
古
い
言
葉
の
大
組
織
は
、
成
つ
た
が
ま
ゝ
の
形
で
在
る
」

（１２
：
１６１

）。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
複
雑
で
媒
介
的
な
歴
史
想
起
は
、
い
さ
さ
か
通
俗
的

で
短
絡
的
な
も
の
に
変
容
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。

小
林
に
と
っ
て
言
語
や
古
美
術
が
は
ら
む
物
質
性
と
は
、
歴
史
へ
の
想
像
が
単
な
る
空
想
へ
と
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
を
抑
止
す
る
た

め
の
抵
抗
面
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
想
像
の
世
界
へ
と
読
者＝

観
者
を
い
ざ
な
う
通
行
路
で
も
あ
る
と
い
う
、
曖

昧
で
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
の
物
質
観
か
ら
他
方
へ
と
漸
次
的
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、
両
方
が
奇
妙
な
か
た
ち

で
、
お
そ
ら
く
は
自
分
で
も
意
識
せ
ぬ
ま
ま
共
存
し
続
け
た
と
こ
ろ
に
、
歴
史
に
向
け
ら
れ
た
小
林
の
ま
な
ざ
し
の
特
異
性
が
あ
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
小
林
の
歴
史
論
に
お
け
る
こ
う
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
物
質
観
は
、
今－

こ
こ
に
現
前
す
る
と
同
時
に

過
去
を
表
象＝

代
理
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
骨
董
が
は
ら
む
両
義
性
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

－１２４－



四

徴
候
と
跳
躍
、
あ
る
い
は
「
止
っ
て
了
っ
た
時
間
」
へ
の
偏
愛

小
林
に
と
っ
て
物
質
と
し
て
の
骨
董
が
帯
び
る
古
色
は
い
わ
ば
、
歴
史
が
自
然
の
上
に
残
す
「
極
印
」
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
「
歴
史
と
い
ふ
河
」
が
自
然
の
上
に
彫
る
「
河
床
」
で
あ
り
、
そ
の
上
に
投
げ
る
「
影
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
物
理
的
痕

跡
で
あ
る
と
い
う
点
で
（
パ
ー
ス
の
記
号
分
類
に
お
け
る
）
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
な
の
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
そ
う
し
た
「
歴
史
の
形

骸
」
か
ら
「
歴
史
の
実
物
」
を
「
類
推
」
す
る
、
い
わ
ば
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
な
推
論
の
技
法
な
の
で
あ
る
（「
環
境
」７

：
８７

）。
さ
ら
に
、

過
去
を
「
上
手
に
思
ひ
出
す
」
契
機
と
し
て
の
小
林
が
挙
げ
る
古
美
術
が
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起
し

て
お
こ
う
。
小
林
に
と
っ
て
母
が
死
児
を
「
恐
ら
く
生
き
て
ゐ
た
時
の
姿
よ
り
も
も
つ
と
鮮
や
か
に
心
の
裡
に
描
き
出
す
」
に
は
、
逆

説
的
な
が
ら
そ
の
遺
品
が
「
さ
ゝ
や
か
な
」
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
歴
史
感
覚
」
を
養
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
瑣�

細�

な�

事�

実�

か
ら
豊
富
な
想
像
を
生
み
出
す
」（「
モ
オ
ロ
ア
の
『
英
国
史
』
に
つ
い
て
」７

：
６３

）
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、「
瑣�

事�

と
い
ふ

も
の
が
持
つ
て
い
る
力
が
解
ら
な
い
と
歴
史
と
い
ふ
も
の
の
本
当
の
魅
力
は
解
ら
な
い
」（「『
維
新
史
』」
昭
一
五
・
九
、７

：
１１５

）
の

で
あ
る
。
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
性
、
断
片
性
、
あ
る
い
は
細
部
へ
の
ま
な
ざ
し
、
こ
う
し
た
要
素
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
否
応
な
く
想
起
す
る
の

は
、
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
家
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
方
法
で
あ
る
。
美
術
史
家
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
ひ
そ
み
に
倣
い
、
一
見

取
る
に
足
ら
な
い
細
部
あ
る
い
は
「
徴
候
（spie

）」
に
こ
そ
歴
史
は
宿
る
と
す
る
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
、
モ
レ
ッ
リ
の
美
術
鑑
定
、
フ

ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
推
理
法
（
そ
し
て
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
自
身
の
い
わ
ゆ
る
「
ミ
ク
ロ
ス
ト
ー
リ
ア
」

の
方
法
）
を
貫
く
思
考
法
を
「
推
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
名
づ
け
て
い
た

（
３３
）

（
ち
な
み
に
「
推
論
的
」
の
イ
タ
リ
ア
語
の
原
語

“indizi-

ario”

が
、“indice”

す
な
わ
ち
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
と
同
語
源
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
「
推
論
」
と
は
あ
く

物質（化）への情熱――小林秀雄と骨董－１２５－



ま
で
も
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
記
号
に
根
ざ
し
た
、
換
喩
的
な
論
理
に
基
づ
く
推
論
な
の
で
あ
る
）。

さ
ら
に
、
古
道
具
屋
で
集
め
て
き
た
屑�

の
よ
う
な
「
怪
し
げ
な
残
闕
」
を
机
上
に
積
み
上
げ
つ
つ
、
歴
史
を
ひ
と
つ
の
イ�

メ�

ー�

ジ�

と

し
て
想
起
す
る
小
林
の
手
法
に
は
、
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
に
も
影
響
を
与
え
た
思
想
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
と
も
共
振

す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
自
ら
命
を
絶
っ
た
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
に
成
立
し
た
「
歴
史

の
概
念
に
つ
い
て

（
３４
）

」
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
歴
史
を
め
ぐ
る
小
林
の
同
時
期
の
テ
ク
ス
ト
群
と
驚
く
べ
き
類
似
性
を
示
し
て
い
る

（
３５
）

。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
歴
史
が
事
と
す
る
」
の
は
、
過
去
を
「〈
実
際
に
あ
っ
た
通
り
に
〉
認
識
」
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
「
過
去
の
真
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
さ�

っ�

と�

掠�

め�

過�

ぎ�

て�

ゆ
く
」（
傍
点
原
文
）
も
の
で
あ
り
、

「
そ
れ
が
認
識
可
能
と
な
る
刹
那
に
一
瞬
ひ
ら
め
き
も
う
二
度
と
立
ち
現
れ
は
し
な
い
」、「
そ
の
つ
ど
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
」
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
小
林
の
「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
お
い
て
も
、
小
林
が
い
っ
た
ん
捉
え
た
「
鎌
倉
時
代
」
の
イ
メ
ー
ジ

は
〈
掠
め
過
ぎ
て
〉
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
小
林
は
「
あ
れ
ほ
ど
自
分
を
動
か
し
た
美
し
さ
は
何
処
に
消
え
て
了
つ
た
の
か
」
と
自

問
し
、「
消
え
た
の
で
は
な
く
現
に
眼
の
前
に
あ
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
を

む
に
適
し
た
こ
ち
ら
の
心
身
の
或
る
状
態
だ
け
が
消

え
去
つ
て
、
取
戻
す
術
を
自
分
は
知
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
」（７：

３５８

）
と
書
い
て
い
る

（
３６
）

。

ま
た
、
過
去
を
「
実
に
巧
み
に
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
」
時
間
の
こ
と
を
、
小
林
が
「
あ
る
充
ち
足
り
た
時
間
」、「
自
分
が
生
き
て
ゐ
る

証
拠
だ
け
が
充
満
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
は
つ
き
り
と
わ
か
つ
て
ゐ
る
様
な
時
間
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
彼

に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
時
間
を
把
捉
す
る
こ
と
は
、「
現
代
に
於
け
る
最
大
の
妄
想
」
す
な
わ
ち
「
過
去
か
ら
未
来
に
向
つ
て
飴
の

様
に
延
び
た
時
間
と
い
ふ
蒼
ざ
め
た
思
想
」
か
ら
逃
れ
る
「
成
功
の
期
」
を
与
え
て
く
れ
る
、
唯
一
の
方
法
で
あ
る
（７

：
３６０

）。
そ

れ
は
い
わ
ば
、「
因
果
の
世
界
か
ら
意
味
の
世
界
に
飛�

び�

移�

る�

」
こ
と
な
の
だ
（「
実
朝
」７

：
４２０

）。
一
方
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
も
、

－１２６－



歴
史
の
「
構
成
の
場
」
を
な
す
の
は
、
近
代
の
合
理
主
義
が
想
定
す
る
よ
う
な
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
で
は
な
く
、「
現
在
時
（Jetzt-

zeit

）
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
時
間
」
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
の
古
代
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
、「
現
在
時
が
充

満
し
た
過
去
」
を
取
り
出
す
こ
と
は
、「
歴
史
の
連
続
を
打
ち
砕
」
く
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
の
虎
の
跳�

躍�

﹇
テ
ィ
ー
ガ
ー
シ
ュ
プ
ル
ン
グ
﹈」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
林
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
時
間
観
の
類
似
性
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
両
者
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
近
代
的
時
間
概
念
の

象
徴
と
し
て
の
時
計
の
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
勃
発
時
、
パ
リ
の
い
く
つ
か
の
場
所
で

そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
に
、
塔
時
計
へ
の
発
砲
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
「
歴
史
の
連
続
を
打
ち
砕
い
て
こ
じ
あ
け
よ
う
と
す

る
意
識
」
を
看
取
し
て
い
る
。
他
方
、
小
林
が
最
初
の
骨
董
（
図
３
）
を
手
に
入
れ
た
の
が
、
現
金
支
払
い
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
数

日
前
買
つ
て
持
つ
て
ゐ
た
ロ
ン
ジ
ン
の
最
新
型
の
時
計
」（「
骨
董
」８

：
２９０

）
と
の
交
換
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
思
い

出
さ
れ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
が
、
小
林
は
最
新
式
の
時
計
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
近
代
的
な
時
間
観
の

「
妄
想
」
を
祓
い
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
「
過
去
の
真
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
奪
取
す
る
契
機
と
し
て
の
骨
董
品
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、

「
飴
の
様
に
延
び
た
時
間
」
の
「
連
続
を
打
ち
砕
」
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
両
者
に
と
っ
て
、「
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
捉
え
る
こ
と
は
、
因
果
関
係
に
基
づ
く
連
続
性
と
絶
え
ざ
る
進
歩
を
前
提

と
し
た
、
近
代
特
有
の
直
線
的
な
時
間
概
念
に
楔
を
打
ち
こ
み
、
そ
れ
を
破
断
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
に
得
ら
れ

る
時
間
は
、
従
来
の
〈
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
〉
に
代
わ
る
〈
カ
イ
ロ
ロ
ジ
ー
〉
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
者
が
時
間
の
神
ク
ロ
ノ
ス

を
モ
デ
ル
と
す
る
量
的
で
連
続
的
で
均
質
な
時
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
充
実
し
た
不
連
続
的
な
質
的
時
間
で
あ
る
後
者
の
モ
デ
ル
た
る

カ
イ
ロ
ス
は
、
チ
ャ
ン
ス
あ
る
い
は
好
機
を
司
る
神
で
あ
る

（
３７
）

。「
飴
の
様
に
延
び
た
時
間
」
と
い
う
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
か
ら
逃
れ
る
「
成�
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功�

の�

期�

は
あ
る
の
だ
」、
小
林
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
小
林
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
ん
で
い
た
と
は
思
え
な
い
し
、
ま
た
両
者
の
思
想
的
立
場
は
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
小
林
は
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
に
対
し
て
常
に
批
判
的
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
観
や
時
間
観
の
背
後

に
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
メ
シ
ア
思
想

（
３８
）

も
小
林
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
小
林
は
彼
の
い
う
「
充
実
し
た
時
間
」
と
し
て
の
過

去
の
イ
メ
ー
ジ
の
想
起
体
験
を
終
末
論
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。

こ
の
点
を
理
解
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
小
林
の
批
評
が
有
し
て
い
た
〈
形
象
〉
へ
の
指
向
性
――
こ
れ
も
ま
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る

（
３９
）

――
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生
活
』
は
小
林
に
と
っ
て
、「
色
は

つ
い
て
ゐ
な
い
が
、
生
き
た
形
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
デ
ッ
サ
ン
」（「『
文
學
界
』
編
輯
後
記
２４
――
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
生

活
』
の
こ
と
」
昭
一
四
・
七
、６

：
４９７
‐８

）、
あ
る
い
は
「
俺
流
の
肖
像
画
」（「
伝
統
と
反
逆
」８

：
２１３

）
で
あ
っ
た
。
ま
た
小
林
は

デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、「
物
を
考
へ
る
方
法
を
述
べ
る
と
は
、
自
分
の
〈
生
活
の
絵
〉
を
広
げ
て
見
せ

る
事
に
他
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、
こ
れ
こ
そ
が
コ
ギ
ト
の
真
意
で
あ
る
と
す
る
（「『
テ
ス
ト
氏
』
の
方
法
」
昭
一
四
・
一
〇
、６

：

５４２

）。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
デ
カ
ル
ト
の
「
生
活
」
と
い
う
持
続
的
時
間
を
、「
形
」
あ
る

い
は
「
絵
」
と
い
う
無
時
間
的
な
も
の
へ
と
結
晶
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
間
の
形
象
化
と
い
う
こ
の
態
度
が
最
も
明

瞭
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
大
戦
中
に
執
筆
さ
れ
戦
後
に
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」（
昭
二
一
・
一
二
）
で
あ
る
。

そ
の
第
二
章
に
お
い
て
、
小
林
は
ま
ず
、
若
い
頃
道
頓
堀
を
徘
徊
し
て
い
た
時
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ト
短
調
交
響
曲
が
「
頭
の
中
で
、

誰
か
が
は
つ
き
り
と
演
奏
し
た
様
に
鳴
つ
た
」
と
い
う
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
そ
れ
と
同
様
に
よ
く
知
ら
れ
た
法
悦
的
体
験
に
つ
い

て
述
べ
、
続
い
て
そ
れ
と
の
関
連
で
、
義
弟
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ラ
ン
ゲ
が
描
い
た
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
肖
像
画
（
図
６
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
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る
（８

：
４９

‐５０

）。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
音
楽
が
頭
の
中
で
鳴
り
響
い
た
と
い
う
聴
覚
的
体
験

（
を
想
起
す
る
こ
と
）
が
、
古
い
（
し
か
も
未
完
成
の
、

つ
ま
り
断
片
と
し
て
の
）
肖
像
画
の
写
真
を
見
る
と
い
う

視
覚
的
行
為
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
直
後
、
第
三
章
冒
頭
で
は
、
著
名
な
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
手
紙
（
今
日
で
は
偽
書
と
さ
れ
て
い
る
）
の

一
節
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
楽
想
が

「
奔
流
の
様
に
」心
の
中
に
流
れ
出
て
充
溢
す
る
と
、モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
は
そ
れ
を
「
丁
度
美
し
い
一
幅
の
絵
」
を
見
る
か
の
よ
う
に
、「
一
目
で
見
渡
し
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
楽
想
は
後
に
な
っ

て
み
れ
ば
「
次
々
に
順
を
追
う
て
現
れ
る
」
の
だ
が
、「
想
像
の
中
で
は
」、「
美
し
い
夢
で
も
見
て
ゐ
る
様
に
」「
凡
て
の
も
の
が
皆
一

緒
に
な
つ
て
聞
え
る
」（８：

５１

‐２

）。
そ
れ
は
、
音
楽
の
持
続
的
な
時
間
が
ひ
と
つ
の
「
絵
」＝

表
象
と
し
て
視
覚
的
に
想
起
さ
れ
る
体

験
で
あ
る
。
歴
史
や
文
学
と
い
う
時
間
的
な
も
の
を
無
時
間
的
な
「
形
」
と
し
て
把
捉
し
よ
う
と
す
る
小
林
に
と
っ
て
、
音
楽
家
の
こ

の
よ
う
な
経
験
は
魅
力
的
な
も
の
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
彼
は
「
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
手

ユ
ー
ク
ロ
ニ
ー

紙
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
う
し
た
特
異
な
音
楽
の
時
間
（
あ
る
い
は
無
時
間
）
を
、「
黙
示
録
の
止
っ
て
了
っ
た
時
間
」
に
な
ぞ
ら
え

て
い
る
の
で
あ
る
（８

：
２４７

）。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
（
あ
る
い
は
小
林
）
に
と
っ
て
音
楽
（
あ
る
い
は
歴
史
）
の
想
起
と
は
そ
れ
ゆ
え
、「
生
活
」＝

生
命
の
は
ら
む
時
間

図６ ヨーゼフ・ランゲ《モーツァルト
の肖像》１７８２／８３年，ザルツブル
ク，モーツァルト博物館
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を
突
然
停
止
さ
せ
、
生
を
超
え
た
無
時
間
的
で
終
末
論
的
な
「
形
」
と
し
て
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

は
、「
シ
ョ
ッ
ク
」
に
よ
っ
て
思
考
を
「
モ
ナ
ド
と
し
て
結
晶
化
」
さ
せ
る
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
「
出
来
事
の
メ
シ
ア
的
停
止
」
に

比
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
類
似
し
た
思
考
を
両
者
が
一
九
四
〇
年
代
に
形
成
し
た
背
後
に
は
、

大
戦
と
い
う
世
界
史
的
状
況
を
想
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
危
機
」
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
言
説
、
こ
れ
が
両
者
の
最
後

の
共
通
点
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、「
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
「
危
機
の
瞬
間
に
お
い
て
歴
史
的
主
体
に
思
い
が
け
ず
立

ち
現
れ
て
く
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
が
進
行
し
、
時
局
が
混
迷
の
色
を
深
め
て
い
く
中
で
執
筆
さ
れ
た
「
無
常
と
い
ふ
事
」、

あ
る
い
は
そ
の
冒
頭
で
語
ら
れ
た
想
起
体
験
に
、
こ
れ
ほ
ど
似
つ
か
わ
し
い
言
葉
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

五

「
形
」
の
残
存
、
あ
る
い
は
目
利
き
と
戦
士

生
活
や
音
楽
が
通
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
停
止
さ
せ
凝
固
さ
せ
る
絶
対
的
な
共
時
性
と
は
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

小
林
は
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
の
末
尾
に
お
い
て
、「
死
は
人
間
達
の
最
上
の
真
実
な
友
だ
」
と
い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
言
葉
を
引
用
し

つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
奔
流
の
様
に
押
寄
せ
る
楽
想
に
堪
へ
な
が
ら
」、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
「
死
が
一
切
の
終
り
で
あ
る
生
を
抜

け
出
て
」、「
死
が
生
を
照
ら
し
出
す
も
う
一
つ
の
世
界
」、
す
な
わ
ち
「
最
初
の
ど
の
様
な
主
題
の
動
き
も
、
既
に
最
後
の
カ
デ
ン
ツ

の
静
止
の
う
ち
に
保
証
さ
れ
て
ゐ
る
、
さ
う
い
ふ
音
楽
世
界
」
に
じ
っ
と
身
を
置
い
て
い
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
、
生
が
直
線
的
な
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
、
死
が
そ
の
線
分
の
最
後
の
点
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
「
日
常
の
時
間
」
と
は
「
逆
に
進
行
す
る
」、「
音
楽
に
固
有

な
時
間
」
な
の
で
あ
る
（８：

９３

‐４

）。
そ
こ
で
は
死
は
常
に
す
で
に
生
の
裡
に
あ
り
、
さ
ら
に
生
の
「
動
き
」
は
死
の
「
静
止
」
に
よ
っ

て
あ
ら
か
じ
め
保
証
さ
れ
て
い
る

（
４０
）

。
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日
常
的
な
時
間
に
お
い
て
は
対
立
す
る
両
極
と
し
て
見
な
さ
れ
る
生
と
死
が
相
互
に
照
ら
し
あ
い
、
さ
ら
に
は
互
い
を
包
含
し
あ
う

よ
う
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
無
時
間
性
。
そ
れ
を
小
林
に
教
え
た
の
は
音
楽
と
と
も
に
骨
董
で
あ
っ
た
。
座
談
「
旧
文
學
界
同
人
と
の

対
話
」
に
お
い
て
、
自
身
の
骨
董
体
験
に
つ
い
て
語
る
中
で
、
小
林
は
「
生
が
死
で
死
が
生
か
も
分
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
風
に
思
え
て

来
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
い
て
、「
も
し
も
生
活
す
る
こ
と
が
人
間
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
生
活
す
る
こ
と
が
動

物
的
に
見
え
る
よ
う
な
、
も
っ
と
人
間
的
な
生
活
が
も
う
一
つ
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
人
間
は
骨
董
を
い
じ
る
程
度

に
な
ら
ぬ
と
、
ケ
ン
ビ
ョ
ウ
ギ
ュ
ウ
ト
ン
﹇
犬
猫
牛
豚
﹈
の
種
族
で
あ
る
」
と
い
う
幸
田
露
伴
の
言
葉
に
言
及
し
た
、
こ
れ
よ
り
少
し

前
の
発
言
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
（８：

１５４

‐５

）。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
日
小
林
の
心
に
浮
び
、

「
偶
々
傍
に
ゐ
た
」
川
端
康
成

（
４１
）

に
語
っ
た
と
い
う
、「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
思
考
で
あ
る
――

「
生
き
て
ゐ
る
人
間
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
も
仕
方
の
な
い
代
物
だ
な
。
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
や
ら
、
何
を
言
ひ
出
す
の
や

ら
、
仕
出
来
す
の
や
ら
、
自
分
の
事
に
せ
よ
他
人
事
に
せ
よ
、
解
つ
た
例
し
が
あ
つ
た
の
か
。
鑑
賞
に
も
観
察
に
も
堪
へ
な
い
。
其

処
に
行
く
と
死
ん
で
し
ま
つ
た
人
間
と
い
ふ
も
の
は
大
し
た
も
の
だ
。
何
故
、
あ
ゝ
は
つ
き
り
と
し
つ
か
り
と
し
て
来
る
ん
だ
ら
う
。

ま
さ
に
人
間
の
形
を
し
て
ゐ
る
よ
。
し
て
み
る
と
、
生
き
て
ゐ
る
人
間
と
は
、
人
間
に
な
り
つ
ゝ
あ
る
一
種
の
動
物
か
な
」

さ
ら
に
続
い
て
、「
頭
を
記
憶
で
一
杯
に
し
て
ゐ
る
」
歴
史
家
が
「
一
種
の
動
物
に
止
ま
る
」
の
に
対
し
、「
心
を
虚
し
く
し
て
思
ひ

出
す
こ
と
」
が
「
僕
等
を
一
種
の
動
物
で
あ
る
事
か
ら
救
ふ
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（７：

３５９

‐６０

）。

こ
れ
ら
一
連
の
発
言
を
こ
こ
で
整
理
し
て
お
く
と
、
小
林
に
と
っ
て
骨
董
に
関
心
の
な
い
者
、
生
者
、
そ
し
て
史
実
の
情
報
の
「
記
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憶
」
の
み
に
か
か
ず
ら
う
歴
史
家
が
、
生
（
活
）
と
い
う
動
物
的
な
「
無
常
」
の
領
域
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
骨
董
愛
好
家
、

死
者
、
そ
し
て
「
上
手
に
思
ひ
出
す
」
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
動
物
的
な
生
か
ら
救
済
さ
れ
た
「
も
っ
と
人
間
的
な
」
領
域
に
属
し
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
す
る
者
、
お
よ
び
骨
董
を
「
鑑
賞
」
す
る
者
と
は
、
生
き
な
が
ら
に
し
て
死
と
い
う

「
常
な
る
」
世
界
の
住
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
小
林
の
思
考
に
お
い
て
、
一
見
無
関
係
に
思
わ
れ
る
骨
董
と
想
起
と
死
と

い
う
三
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
、「
形
」
の
論
理
で
あ
る
。

「
形
」
と
は
小
林
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
現
実
の
対
象
と
し
て
は
実
在
し
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
観
念
的
な
も
の
で
は
な
く
、

は
っ
き
り
と
し
た
物
質
的
な
現
前
性
や
実
体
感
を
備
え
た
も
の
に
対
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
、
包
容
力
の
あ
る
語
で
あ
る
。
た
と
え
ば

文
芸
批
評
に
関
し
て
は
、
言
語
や
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
文
体
、
さ
ら
に
は
文
学
全
体
が
、
美
術
品
の
ご
と
く
は
っ
き
り
と
し
た

「
形
」
を
も
つ
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
芸
術
に
つ
い
て
い
え
ば
、
伝
統
や
形
式
や
規
矩
と
い
っ
た
も
の
も
ま
た
、
芸
術
家
を
束
縛
す

る
単
な
る
因
習
で
は
な
く
、
彼
が
そ
れ
を
「
体
得
」
し
つ
つ
自
由
と
表
現
を
獲
得
す
べ
き
、
明
瞭
な
形
と
目
方
を
伴
っ
た
「
抵
抗
物
」

と
見
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
美
、
思
想
、
文
化
、
あ
る
い
は
人
間
そ
の
も
の
ま
で
も
が
、
可
視
的
な
「
形
」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
把
捉
を
可
能
に
す
る
の
が
、
分
析
的
な
「
解
釈
」
と
は
異
な
り
そ
れ
ら
を
あ
り
の
ま
ま
に

「
眺
め
」、
あ
る
い
は
「
想
起
」
す
る
と
い
う
行
為
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
小
林
が
「
形
」
の
語
を
頻
繁
に
用
い
、
さ
ら
に
そ
の
語
義
を
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
の
が
、
骨
董
に
熱
中
す

る
前
後
の
こ
と
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
骨
董
と
い
う
「
魔
道
」
に
堕
ち
て
間
も
な
い
頃
の
テ
ク
ス
ト
と
、
そ
の
「
狐
」
が
落
ち
つ
つ

あ
る
頃
の
座
談
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
――
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美
の
観
念
を
云
々
す
る
美
学
の
空
し
さ
に
就
い
て
は
既
に
充
分
承
知
し
て
ゐ
た
が
、
美
と
い
ふ
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
而
も

言
語
道
断
な
或
る
形
で
あ
る
こ
と
は
、
一
つ
の
壺
﹇
図
２
﹈
が
、
文
字
通
り
僕
を
憔
悴
さ
せ
、
そ
の
代
償
に
は
じ
め
て
明
か
し
て
く

れ
た
事
柄
で
あ
る
（「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」７

：
３５４

‐５

）。

美
し
い
も
の
だ
け
を
長
い
間
か
か
っ
て
残
し
た
人
々
の
智
慧
を
骨
董
に
読
む
の
だ
よ
。
そ
う
い
う
智
慧
が
形
を
た
し
か
に
示
し
て

残
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
の
だ
よ
。
イ
デ
エ
な
ん
か
つ
ま
ら
ん
、
形
が
最
後
に
は
一
番
魅
力
が
あ
る
（「
旧
文
學
界
同
人
と
の

対
話
」８

：
１５４

）。

つ
ま
り
小
林
に
と
っ
て
骨
董
と
は
、
歴
史
的
な
事
物
と
し
て
美
し
い
「
形
」
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
伝
え
ら
れ
て
き

た
歴
史
そ
れ
自
体
が
「
形
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
骨
董
を
手
に
す
る
者
は
、
そ
こ
に
二
重
写
し
に
な
っ
た
歴
史
の
「
形
」
を
眺

め
、
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

加
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
可
視
的
な
実
在
物
と
し
て
の
「
形
」
と
い
う
考
え
方
を
、
上
述
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
や

ジ
ャ
ン
ル
へ
と
適
用
す
る
可
能
性
を
小
林
に
示
唆
し
た
の
が
お
そ
ら
く
、
彼
に
骨
董
を
指
南
し
た
青
山
二
郎
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
青
山
と
の
対
談
「〈
形
〉
を
見
る
眼
」（
昭
二
五
・
四
）
に
お
い
て
、
小
林
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
――

眼
で
見
る
哲
学
、
眼
で
見
る
宗
教
、
眼
で
見
る
文
学
、
君
﹇
青
山
﹈
は
そ
う
い
う
事
を
言
っ
て
い
た
が
賛
成
だ
ね
（９：

２９２

‐３

）。
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そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
読
む
と
、
古
典
を
読
む
こ
と
、
歴
史
を
想
起
す
る
こ
と
、
そ
し
て
骨
董
（「
歴
史
的
遺
品
」）
を
「
直

接
」
い
じ
る
こ
と
が
、
小
林
に
と
っ
て
同
じ
一
つ
の
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
――

「
万
葉
集
」
は
あ
の
書
い
た
そ
の
儘
の
姿
を
た
も
つ
て
ゐ
る
。
昔
あ
つ
た
が
ま
ゝ
の
形
が
今
も
眼
の
前
に
あ
る
の
だ
。
歴
史
も
亦

形
で
す
。
厳
か
な
形
で
あ
る
。
そ
の
形
と
い
ふ
も
の
は
、
新
解
釈
と
い
ふ
様
な
も
の
を
通
し
て
は
じ
め
て
解
る
と
い
ふ
も
の
で
は
な

い
。
歴
史
的
遺
品
か
ら
僕
等
が
直
接
感
得
す
る
よ
り
他
は
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
（「
歴
史
の
魂
」７

：
３７３

）。

だ
が
、
小
林
の
「
形
」
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
論
点
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
死
お
よ
び
生
と
の
関
わ
り

で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
一
節
に
お
い
て
は
、
死
者
こ
そ
「
人
間
の
形
」
を
「
は
つ
き
り
と
し
つ
か
り
と
」

示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
続
く
文
章
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
――
「
歴
史
に
は
死
人
し
か
現
れ
て
来
な
い
。

従
つ
て
退
つ
引
き
な
ら
ぬ
人
間
の
相
し
か
現
れ
ぬ
し
、
動
じ
な
い
美
し
い
形
し
か
現
れ
ぬ
」（７：

３５９

）。
し
か
し
よ
り
特
異
な
の
は
、

小
林
に
と
っ
て
死
者
が
き
っ
ぱ
り
と
死
ん
で
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
の
「
形
」
が
か
え
っ
て
生
気
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
林
に
よ
れ
ば
、
母
親
は
子
供
を
喪
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
「
生
き
て
ゐ
た
時
の
姿
よ
り
も
も
つ
と
鮮
や
か
に

心
の
裡
に
描
き
出
す
」
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
大
日
本
史
』
の
列
伝
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、「
い
か
に
も
彼
等
ら
し
い
必
要
な

事
だ
け
を
は
つ
き
り
と
言
ひ
、
は
つ
き
り
と
死
ん
で
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前

に
「
生
き
生
き
と
跳
り
出
す
」
と
さ
れ
る
（「
歴
史
と
文
学
」７

：
２１３

）。

さ
ら
に
、
死
と
（
再
）
生
を
同
時
に
含
み
こ
ん
だ
「
形
」
は
、
文
学
や
美
術
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
伴
家
持
は

－１３４－



「
今
は
確
か
に
死
ん
で
ゐ
る
」
が
、
こ
の
「
永
遠
の
詩
人
は
、
眼
の
前
に
在
る
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
歌
の
形
と
し
て
生
き
て
ゐ
る
」（「
伝

統
」７

：
２５２

）
と
小
林
は
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
利
休
は
す
で
に
死
に
、
し
か
も
そ
の
「
健
全
な
思
想
は
、
意
外
に
短
命
」
だ
っ
た
の
だ

が
、
彼
は
骨
董
を
通
じ
て
「
利
休
が
徳
利
に
も
猪
口
に
も
﹇
図
５
﹈
生
き
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
め
得
た
」
と
い
う
（「
骨
董
」８

：
２９２

）。

だ
と
す
れ
ば
、
骨
董
を
い
じ
る
こ
と
も
歴
史
を
想
起
す
る
こ
と
も
、「
形
」
を
介
し
て
死
者
の
生
命
に
触
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
小
林
に
と
っ
て
「
形
」
と
は
、
単
に
命
あ
る
も
の
の
物
質
的
な
姿
で
は
な
く
、
そ
れ
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
後
で
さ
え

消
失
せ
ず
、
む
し
ろ
生
前
よ
り
も
鮮
明
に
想
起
さ
れ
る
残�

像�

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
形
」
と
し
て
の
伝
統
的
な
「
芸
術
的
規
矩
」

に
つ
い
て
、
小
林
は
坂
口
安
吾
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
――

こ
の
規
矩
と
い
う
も
の
が
曲
者
だ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
間
て
い
う
も
の
は
歴
史
の
な
か
で
、
死
ん
だ
奴
が
生
き
返
る
か
も
知

れ
ぬ
よ
う
な
不
思
議
な
生
活
を
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
死
ん
だ
奴
が
ほ
ん
と
に
死
ね
ば
、
俺
た
ち
は
ラ
ク
だ
よ
。
芸
術
家
は
ラ
ク
だ
よ

（「
伝
統
と
反
逆
」８
：
２１０

）。

そ
れ
ゆ
え
「
骨
董
」
や
「
規
矩
」
を
含
む
「
形
」
と
は
、
生
の
向
こ
う
に
浮
か
び
上
が
る
亡
霊
、
あ
る
い
は
、
死
し
て
の
ち
も
執
拗

に
留
ま
り
続
け
る
生�

の�

残�

存�＝

死�

後�

の�

生�

（N
achleben

）
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
骨
董
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
「
活
眼
」

と
は
、
生
死
を
超
え
た
こ
の
「
形
」
を
見
つ
め
る＝

〈
形
見
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
が
小
林
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
活
眼
」
を
備
え
た
人
物
像
が
も
う
ひ
と
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は
戦
士
で
あ
る
。

た
と
え
ば
日
中
戦
争
に
つ
い
て
論
じ
た
「
事
変
の
新
し
さ
」（
昭
一
五
・
八
）
の
結
論
部
で
は
、
桶
狭
間
の
戦
い
に
お
け
る
信
長
の
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「
活
眼
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。「
曇
り
の
な
い
﹇
…
…
﹈
鏡
」
の
よ
う
な
そ
の
眼
に
は
、
戦
闘
の
難
局
が
あ
り
の
ま
ま
に
映
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
理
論
」
が
介
在
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（７

：
１０８

）。

さ
ら
に
、「
当
麻
」
や
「
無
常
と
い
ふ
事
」
な
ど
一
連
の
古
典
論
と
同
様
『
文
學
界
』
の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
「
戦
争
と
平
和
」（
昭

一
七
・
三
）
を
見
て
み
よ
う
。
真
珠
湾
攻
撃
を
報
じ
た
新
聞
の
報
道
写
真
を
眺
め
な
が
ら
、
小
林
は
、
こ
の
爆
撃
を
敢
行
し
た
飛
行
兵

の
「
眼
」
に
思
い
を
馳
せ
る
。「
冷
然
と
静
ま
り
返
つ
て
ゐ
る
」
そ
れ
ら
の
写
真
を
見
つ
め
て
も
、
そ
こ
に
「
数
千
の
人
間
が
巻
き
込

ま
れ
て
ゐ
る
焦
熱
地
獄
」
は
「
想
像
」
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
カ
メ
ラ
の
眼
」
が
鳥
瞰
し
た
一
見
平
静
な
光
景
こ
そ
、
実

は
上
空
の
飛
行
兵
が
見
た
も
の
に
近
い
と
小
林
は
考
え
る
。「
戦
い
の
意
志
が
、
あ
ら
ゆ
る
無
用
な
思
想
を
殺
し
去
つ
て
ゐ
る
」
よ
う

な
、「
生
死
を
超
え
た
」
人
間
た
ち
は
、「
日
常
生
活
の
先
入
見
か
ら
全
く
脱
し
た
異
常
に
清
澄
な
眼
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
彼
は
「
仏
の
眼
」
に
す
ら
な
ぞ
ら
え
て
い
る
（７：

３４７

‐９

）。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
林
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
メ
ト
ド
ロ
ギ
ー
に
毒
さ
れ
ず
、
観
念
性
を
排
し
た
眼
で
歴
史
の
「
形
」
を
あ

る
が
ま
ま
に
眺
め
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
眼
は
、
骨
董
と
い
う
「
体
操
」
を
通
じ
て
頭
脳
か
ら
観
念
を
排
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
不
動
の
死
者
あ
る
い
は
事
物
に
生
命
を
見
出
し
、
あ
る
い
は
生

の
持
続
的
な
時
間
を
無
時
間
化
し
凝
固
さ
せ
る
よ
う
な
、
あ
る
種
終
末
論
的
な
眼
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
兵
士
た
ち
の
ま
な
ざ

し
も
「
仏
の
眼
」
の
よ
う
に
、
戦
闘
の
「
動
き
」
の
中
に
平
和
的
な
「
静
止
」
状
態
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
、「
生
死
を
超
え
た
」

も
の
な
の
で
あ
る
。
小
林
が
骨
董
を
体
験
す
る
中
で
「
生
が
死
で
死
が
生
か
も
分
か
ら
な
い
」
よ
う
に
な
っ
た
と
同
様
、
戦
士
た
ち
の

眼
に
は
「
戦
争
と
平
和
は
同
じ
も
の
」
に
映
る
の
だ
。

森
本
淳
生
は
、
表
立
っ
て
は
文
学
と
政
治
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
よ
う
と
し
た
小
林
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
兵
士
を
ひ
と
り
の
芸
術

－１３６－



家
と
見
な
し
、
戦
闘
を
一
個
の
作
品
と
し
て
眺
め
る
よ
う
な
「
内
的
論
理
」
が
伏
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
批
評
と
戦
争
論
が
奇
妙
に

「
混
淆
」
し
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
４２
）

。
こ
の
こ
と
は
文
学
の
み
な
ら
ず
骨
董
に
も
（
あ
る
い
は
と
り
わ
け
骨
董

に
）
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
骨
董
と
い
う
「
体
操
」
あ
る
い
は
「
辛
い
あ
る
訓
練
」
が
、
頭
脳
か
ら
「
文
学
的
観
念
を
追
い
出
」
し
、

人
を
「
言
語
障
碍
」
の
状
態
へ
と
追
い
や
り
、
物
と
の
無
言
の
対
峙
を
強
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
戦
争
も
ま
た
、「
思
想
上
の
い
ろ

い
ろ
な
無
駄
な
も
の
を
一
挙
に
無
く
し
て
く
れ
」
る
も
の
で
あ
り
、
状
況
を
直
接
的
に
把
握
し
、
そ
れ
に
「
黙
つ
て
処
」
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
。
ま
た
「
海
軍
の
所
謂
訓
練
」
で
は
、「
思
想
的
に
」「
非
常
に
違
つ
た
新
し
い
も
の
が
動
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
は

「
昔
の
聖
人
、
達
人
が
一
生
掛
か
つ
て
や
つ
た
事
を
、
少
年
航
空
兵
は
三
年
で
や
つ
て
」、「
新
し
い
信
長
」
の
よ
う
な
「
活
眼
」
を
養

う
に
至
る
の
で
あ
る

（
４３
）

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
小
林
が
自
ら
の
骨
董
体
験
を
初
め
て
告
白
し
た
テ
ク
ス
ト
が
「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」
で
あ
っ
た
の
も
、
お
そ

ら
く
偶
然
で
は
な
い
。『
ガ
リ
ア
戦
記
』
を
「
ロ
オ
マ
の
戦
勝
記
念
碑
の
破
片
」
と
し
て
眺
め
る
小
林
の
ま
な
ざ
し
は
、
ガ
リ
ア
戦
争

そ
の
も
の
を
カ
エ
サ
ル
の
「
巨
大
な
創
作

（
４４
）

」
と
し
て
〈
鑑
賞
〉
す
る
ま
な
ざ
し
と
同
一
な
の
だ

（
４５
）

。

大
戦
下
の
小
林
は
戦
争
と
い
う
現
実
か
ら
眼
を
背
け
、
骨
董
と
い
う
趣
味
の
世
界
に
逃
避
し
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
だ
が
、
小
林
の

テ
ク
ス
ト
を
貫
く
「
内
的
論
理
」
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
的
を
射
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
小
林
に
と
っ
て
黙
っ
て
戦
争
に

処
す
る
こ
と
と
、
筆
を
擱
い
て
骨
董
に
向
か
う
こ
と
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
じ
ひ
と
つ
の
態
度
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
空
白
の
数
年
間

に
お
け
る
表
現
活
動
の
不
在
は
、
両
者
の
「
混
淆
」
を
こ
の
上
な
く
明
瞭
に
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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物
質
（
化
）
へ
の
情
熱
――
結
び
に
か
え
て

小
林
は
戦
後
、
自
身
の
骨
董
体
験
を
振
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――

釣
り
気
狂
ひ
な
ど
に
は
、
人
間
が
魚
に
見
え
る
事
も
あ
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
私
も
、
瀬
戸
物
に
夢
中
に
な
つ
て
ゐ
た
一
と

頃
、
人
間
が
瀬
戸
物
に
見
え
て
来
て
、
大
い
に
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
隠
れ
て
見
え
ぬ
、
人
間
の
気
分
だ
と
か
料
簡
だ
と
か
に
つ

い
て
予
て
か
ら
抱
い
て
ゐ
た
不
信
の
念
を
、
た
ゞ
見
え
る
も
の
を
見
る
と
い
ふ
修
練
が
決
定
的
な
も
の
に
し
て
呉
れ
た
と
感
じ
た
か

ら
で
あ
る
（「
年
齢
」
昭
二
五
・
六
、９
：
３１７

）。

釣
り
に
熱
中
し
た
人
の
比
喩
を
用
い
て
一
見
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
人
を
「
瀬
戸
物
」
と
し
て
見
る
小
林
の
視
線
に

は
、
何
か
冷
や
や
か
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
人
間
存
在
を
生
き
生
き
と
眺
め
る
に
は
、
そ
れ
が
「
形
」
と
し
て
不
動
化
さ
れ
、
き
っ

ぱ
り
と
死
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
を
骨
董
と
し
て
見
つ
め
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
鑑
賞
に
も
観
察
に
も
堪
へ
」
う
る
よ
う
に

生
命
を
死
へ
と
凝
結
さ
せ
、
物
質
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
小
林
は
早
く
か
ら
文
芸
批
評
に
お
い
て
「
物
質
へ
の
情
熱
」（
昭

五
・
一
二
）
――
そ
れ
は
の
ち
に
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
う
語
で
変
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
――
を
語
っ
て
い
た
が
、
小
林
に
と
っ
て
「
物

質
」
は
後
年
、
歴
史
や
骨
董
と
い
う
新
し
い
場
を
見
出
す
こ
と
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
両
義
性
を
は
ら
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
小
林

は
、
時
間
や
音
楽
や
さ
ら
に
は
人
間
の
生
を
無
時
間
的
な
も
の
（＝

死
）
へ
と
物
質
化
し
、
逆
説
的
に
そ
こ
に
生
命
を
見
出
す
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
戦
時
下
の
小
林
は
、
古
典
に
沈
滞
し
て
「
物
」
と
し
て
の
伝
統
（「
文
学
者
の
提
携
に
つ
い
て
」７

：
４４２

）
に
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同
一
化
し
、
ま
た
骨
董
と
い
う
「
自
己
訓
練
」
を
経
て
「
不
言
実
行
」
の
境
地
へ
と
た
ど
り
着
く
（「
ゼ
ー
ク
ト
の
『
一
軍
人
の
思
想
』

に
つ
い
て
」７

：
４４０

）
こ
と
で
、
自
ら
も
無
言
の
物
質
と
化
し
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
（
こ
こ
で
、
歴
史
を
前
に
し
て
の
彼
の
理
想

の
態
度
が
、
言
葉
な
き
〈
壺
〉
と
化
す
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
）。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
戦
時
下
の
小
林
が
骨

董
を
介
し
て
育
ん
だ
「
物
質
へ
の
情
熱
」
と
は
、
物
質
化
へ
の
情
熱
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
ら
を
も
物
質
化
す
る
と
い
う
受

苦
へ
の
暗
い
情
熱
で
も
あ
る
の
だ

（
４６
）

。

パ

ッ

シ

ョ

ン

戦
時
下
に
お
け
る
小
林
の
こ
の
よ
う
な
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
情
熱＝

受
苦
――
そ
れ
を
死�

の�

欲�

動�

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
か
も

知
れ
な
い
――
と
照
応
す
る
の
は
、
戦
後
、
骨
董
熱
が
冷
め
て
か
ら
か
な
り
の
時
を
経
た
昭
和
三
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
鐔
」
に
お
い

て
引
用
さ
れ
る
、
信
家
の
作
と
さ
れ
る
鐔
に
彫
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
歌
で
あ
る
――
「
あ
ら
楽
や
人
を
も
人
と
思
は
ね
ば
我
を
も
人
は

人
と
お
も
は
ぬ
」。
さ
ら
に
小
林
は
、
こ
の
歌
を
い
わ
ば
形
象
化
し
た
も
の
と
し
て
、

彼
自
身
が
所
蔵
し
て
い
た
、「
野
晒
し
」
を
図
柄
と
し
た
金
家
の
鐔
（
図
７
）
を
挙

げ
て
い
る
。
野
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
骸
骨
と
い
う
不
吉
な
モ
チ
ー
フ
を
扱
い
な
が
ら

も
、「
髑
髏
は
鉢
巻
を
し
た
蛸
鮹
の
や
う
で
」、「
何
か
一
種
明
る
い
感
じ
」
が
あ
る

こ
の
鐔
は
、「『
あ
ら
楽
や
』と
歌
つ
て
も
、
別
段
構
は
ぬ
や
う
な
風
が
あ
る
」（１２

：

３２５

‐７

）。
そ
れ
は
、「
形
」
を
め
ぐ
る
小
林
の
思
考
そ
の
も
の
を
一
個
の
「
形
」
へ

と
鍛
え
上
げ
た
、
一
種
の
メ
タ－

フ
ォ
ル
ム
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

小
林
に
と
っ
て
鐔
と
は
、
応
仁
の
乱
と
い
う
「
大
乱
の
産
物
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
当
時
の
仏
教
思
想
や
無
常
観
が
「
形
」
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形

図７ 金家《鐔》桃山時代，個人蔵
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が
「
見
事
に
生
地
を
生
か
し
て
見
せ
る
」
時
期
の
鐔
に
小
林
は
強
く
魅
了
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
「
平
和
が
来
て
」、
装
飾
過
剰
に
な
っ

て
ゆ
く
時
代
の
鐔
は
「
も
う
私
の
興
味
を
惹
か
な
い
」
と
述
べ
る
。
鐔
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
発
言
に
は
、
か
つ
て
の
小
林
自
身
の
骨

董
遍
歴
が
縮
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

（
４７
）

。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
世
界
大
戦
と
い
う
「
大
乱
の
産
物
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ひ
と
た
び

「
平
和
が
来
」
れ
ば
、
骨
董
の
「
狐
」
は
落
ち
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註

（
１
）

以
下
、
小
林
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
新
潮
社
版
第
五
次
全
集
（
平
成
一
三－

一
四
年
）
を
参
照
し
、
発
表
年
月
（
和
暦
）

を
漢
数
字
で
、
巻
と
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
併
記
す
る
。
な
お
文
中
の
傍
点
は
特
に
示
さ
な
い
限
り
松
原
に
よ
る
。

（
２
）

井
伏
鱒
二
「
余
談
」（
昭
和
二
五
年
）
第
四
次
全
集
別
巻
Ⅱ
『
批
評
へ
の
道
』
新
潮
社
、
昭
和
五
四
年
、
二
〇－

二
一
頁
。
さ
ら
に
、「
私
の
人

生
観
」（
昭
二
四
・
一
〇
、９
：
１７１

）
や
「
井
伏
君
の
『
貸
間
あ
り
』」（
昭
三
四
・
八
、１２

：
６１

）
に
お
け
る
小
林
自
身
の
証
言
も
参
照
。

（
３
）

高
見
順
の
『
敗
戦
日
記
』（
文
芸
春
秋
新
社
、
昭
和
三
四
年
）
の
昭
和
二
〇
年
三
月
一
七
日
の
記
述
に
は
、「
小
林
秀
雄
も
現
金
を
得
た
く
、
愛

蔵
の
焼
物
類
を
の
こ
ら
ず
骨
董
屋
に
売
っ
た
」
と
あ
る
（
一
一
九
頁
）。
な
お
高
見
は
同
年
一
月
一
一
日
、
小
林
に
日
本
の
古
陶
（
唐
津
と
萩
）

を
見
せ
ら
れ
て
感
銘
を
受
け
、
日
記
に
次
の
よ
う
に
書
き
つ
け
て
い
る
――
「
美
は
眼
の
前
に
あ
る
の
だ
つ
た
。
茶
碗
と
い
う
も
の
に
な
つ
て
坐

つ
て
い
た
。
／
美
は
実
在
な
の
だ
。
／
画
で
も
文
学
で
も
、
み
ん
な
同
じ
だ
」（
同
一
七
頁
）。
高
見
に
よ
る
こ
の
文
章
に
は
小
林
の
骨
董
観
が
色

濃
く
反
映
し
て
い
る
。

（
４
）

小
林
の
旧
蔵
品
は
、
い
く
つ
か
の
展
覧
会
に
お
い
て
展
示
さ
れ
（『
生
誕
百
年
記
念
展

小
林
秀
雄

美
を
求
め
る
心
』
展
覧
会
図
録
、
新
潮

社
、
平
成
一
四
年
、『
骨
董
誕
生
』
展
覧
会
図
録
、渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
平
成
一
八
年
）、
そ
れ
に
関
連
し
た
書
籍
も
出
版
さ
れ
て
い
る
（『
小

林
秀
雄

美
と
出
会
う
旅
』
白
洲
信
哉
編
、
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
）。
だ
が
、
そ
の
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
十
分
に
考
察
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。

（
５
）

白
洲
正
子
「
小
林
秀
雄
の
骨
董
」（
昭
和
五
八
年
）
同
『
遊
鬼
――
わ
が
師
わ
が
友
』
新
潮
文
庫
、
平
成
一
〇
年
、
六
五－

六
六
頁
。
同
「
小

林
秀
雄
の
眼
」（
昭
和
六
二
年
）
同
五
六
頁
。

（
６
）

青
山
二
郎
「
小
林
秀
雄
と
三
十
年
」（
昭
和
二
六
年
）
同
『
青
山
二
郎

全
文
集
』
上
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
一
五
年
、
二
一
九－

二
二
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一
頁
。

（
７
）

廣
田
煕
「
葱
坊
主
」（
昭
和
三
〇
年
）『
批
評
へ
の
道
』
前
掲
書
、
五
七－

五
九
頁
。

（
８
）

野
々
上
慶
一
「
あ
る
回
想
――
小
林
秀
雄
と
河
上
徹
太
郎
」（
平
成
六
年
）
同
『
思
い
出
の
小
林
秀
雄
』
新
潮
社
、
平
成
一
五
年
、
五
一－

五

四
頁
。

（
９
）

秦
秀
雄
「
名
著
『
近
代
絵
画
』
の
作
者
の
眼
」
同
『
名
品
訪
問
――
生
活
の
中
の
古
美
術
鑑
賞
』
徳
間
書
店
、
昭
和
三
七
年
、
二
一
七
頁
。

（
１０
）

し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
小
林
の
骨
董
愛
好
と
関
連
づ
け
て
論
じ
る
青
柳
恵
介
の
説
（「
小
林
秀
雄
と
骨
董
」『
小
林
秀
雄

美
と
出
会

う
旅
』
前
掲
書
、
一
〇
一－

一
〇
三
頁
）
に
は
同
意
し
難
い
。

（
１１
）

青
山
前
掲
文
、
二
一
九
頁
。

（
１２
）

大
谷
晃
一
『
あ
る
出
版
人
の
肖
像
――
矢
部
良
策
と
創
元
社
』
私
家
本
、
昭
和
六
三
年
、
一
五
〇－

一
五
一
頁
。

（
１３
）

青
山
前
掲
文
、
二
二
一－

二
二
四
頁
。

（
１４
）

同
二
二
四－

二
二
五
頁
。

（
１５
）

同
二
二
六
頁
。
な
お
土
器
と
埴
輪
に
つ
い
て
は
、「
放
談
八
題
」（
昭
二
五
・
一
〇
、９

：
３９６

‐８

）
も
参
照
。

（
１６
）

柳
孝
「
小
林
先
生
と
『
真
贋
』」（
平
成
一
二
／
一
三
年
）、
第
五
次
全
集
別
巻
Ⅱ
『
無
私
を
得
る
道
』
新
潮
社
、
平
成
一
四
年
、
一
二
四
頁
。

な
お
、
同
「
小
林
秀
雄
――
身
悶
え
し
な
が
ら
の
骨
董
修
行
」『
文
芸
春
秋
』
平
成
一
八
年
二
月
号
、
一
九
〇－

一
九
二
頁
も
参
照
。

（
１７
）

白
洲
明
子
「
父
小
林
秀
雄
」（
平
成
一
三
年
）『
無
私
を
得
る
道
』
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

（
１８
）

白
洲
正
子
「
小
林
秀
雄
の
眼
」
前
掲
文
、
五
七
頁
。
白
洲
は
「『
本
居
宣
長
』
は
、
あ
の
勾
玉
か
ら
生
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
柳
「
小
林
先
生
と
『
真
贋
』」
前
掲
文
、
一
二
〇
頁
も
参
照
。

（
１９
）

白
洲
明
子
前
掲
文
、
一
九
五
頁
。

（
２０
）

こ
の
点
、「
骨
董
」
で
は
な
く
「
古
美
術
」
の
語
を
好
ん
で
使
用
し
た
川
端
康
成
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
拙
論
「
古
美
術
の
／
と
い
う
メ
デ
ィ

ウ
ム
――
戦
後
の
川
端
文
学
の
一
側
面
」『
西
南
学
院
大
学
国
際
文
化
論
集
』
第
二
一
巻
第
二
号
、
平
成
一
九
年
、
二
六
九
頁
を
参
照
。

（
２１
）

「
人
は
ひ
と
つ
の
作
品
を
作
り
終
え
る
と
、
次
に
、
こ
の
作
品
を
作
り
え
る
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
。
彼
は
自
分
の
作
品
を
見
て
、
そ
の
作
者

を
自
分
の
な
か
に
作
り
だ
す
こ
と
で
、
作
品
に
応
ず
る
。
――
こ
の
作
者
は
虚
構
で
あ
る
」、
ヴ
ァ
レ
リ
ー「
文
学
」『
増
補
版
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
』

第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
三
年
、
四
三
三
頁
。

（
２２
）

小
林
に
よ
る
表
象
批
判
に
つ
い
て
は
、
森
本
淳
生
『
小
林
秀
雄
の
論
理
――
美
と
戦
争
』
人
文
書
院
、
平
成
一
四
年
、
三
六
一－

三
六
四
頁
を

参
照
。
そ
れ
は
小
林
の
思
考
に
お
い
て
は
、
近
代
議
会
政
治
の
「
表
象＝

代
理
」
制
の
危
機
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
同
二
八
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七
頁
）。
他
方
、
森
本
は
、
小
林
が
最
も
非
表
象
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
音
楽
を
特
権
化
し
て
い
る
と
す
る
（
三
六
一
頁
）
が
、
こ
の
こ
と
は
日

本
の
や
き
も
の
に
も
同
様
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
）
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

（
２３
）

瀬
津
と
秦
は
、
小
林
の
骨
董
愛
好
に
つ
い
て
も
貴
重
な
文
章
を
残
し
て
い
る
。
瀬
津
伊
之
助
「
非
常
識
の
常
識
」（
昭
和
四
三
年
）『
批
評
へ
の

道
』
前
掲
書
、
一
二
四－

一
二
五
頁
。
秦
秀
雄
「
悠
々
、
忘
却
」（
昭
和
二
五
年
）『
批
評
へ
の
道
』
前
掲
書
、
六
四－

六
六
年
。
同
「
名
著
『
近

代
絵
画
』
の
作
者
の
眼
」
前
掲
文
。
小
林
と
秦
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄
「
壺
」（
昭
三
七
・
五
、１２

：
３２２

‐３

）、
お
よ
び
白
洲
正
子
「
珍

品
堂
主
人

秦
秀
雄
」『
遊
鬼
』
前
掲
書
、
二
六－

四
三
頁
も
参
照
。

（
２４
）

小
林
の
骨
董
愛
好
を
め
ぐ
る
最
も
重
要
な
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
青
柳
前
掲
文
（
一
〇
三－

一
〇
四
頁
）
と
、
永
原
孝
道
『
死
の
骨
董

――
青
山
二
郎
と
小
林
秀
雄
』（
以
文
社
、
平
成
一
五
年
、
諸
処
）
は
、
こ
の
文
章
に
骨
董
体
験
の
反
映
を
見
て
い
る
。
だ
が
、
同
文
に
お
い
て

述
べ
ら
れ
る
「
馴
致
し
た
孤
独
感
の
適
宜
な
応
用
」（７

：
１６８

）
と
し
て
の
批
評
と
い
う
考
え
方
こ
そ
、
の
ち
の
骨
董
体
験
に
お
い
て
問
題
化
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
後
年
の
テ
ク
ス
ト
「
実
朝
」
に
お
い
て
小
林
は
、「
悲
し
み
を
馴
致
し
て
思
想
の
一
組
織
を
得
た
」
教
養

人
と
し
て
の
慈
円
と
、「
無
技
巧
で
、
率
直
で
、
低
徊
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
実
朝
の
「
純
真
な
眼
差
し
」
と
を
対
比
し
て
い
る
（７

：
４２５

‐７

）。

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
小
林
が
評
価
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
が
、
前
者
に
「
孤
独
感
」
を
「
馴
致
」
し
て
い
た
骨
董
開
眼
以
前
の
観
念
的
な
自
分
を
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。
さ
ら
に
、「
美
と
は
複
雑
微
妙
な
馴
合
ひ
に
、
狎
れ
た
人
間
の
言
ふ
言
葉
で
あ
る
」と
い
う
、「
美
」

と
「
狎
れ
」
に
対
す
る
青
山
二
郎
の
否
定
的
な
見
解
も
参
照
（
青
山
前
掲
文
、
二
二
二
頁
）。

（
２５
）

小
林
は
昭
和
一
六
年
秋
に
河
上
徹
太
郎
ら
と
再
び
朝
鮮
を
旅
行
し
て
い
る
。
そ
の
際
「
釜
山
へ
着
く
と
す
ぐ
二
人
で
六
時
間
汽
車
に
乗
り
、
慶

州
の
仏
国
寺
を
訪
れ
、
石
窟
ま
で
登
つ
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
京
城
で
は
、
朝
鮮
陶
磁
器
研
究
者
と
し
て
名
高
い
浅
川
伯
教
宅
を
訪
問
し
て
い
る

（
河
上
徹
太
郎
『
わ
が
小
林
秀
雄
』
昭
和
出
版
、
昭
和
五
三
年
、
四
二
頁
）。
昭
和
一
三
年
秋
と
同
一
六
年
秋
の
二
回
の
訪
朝
を
隔
て
る
最
も
大

き
な
差
異
は
、
骨
董
へ
の
関
心
の
有
無
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
２６
）

青
山
二
郎
は
小
林
に
と
っ
て
の
骨
董
を
、
口
を
利
か
ず
に
眼
を
使
う
た
め
の
「
ラ
ヂ
オ
体
操
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
（
青
山
前
掲
文
、
二
二
三

頁
）。
ま
た
小
林
は
白
洲
正
子
に
、
文
章
を
書
く
に
は
「
七
分
は
運
動
神
経
、
三
分
が
頭
」
と
語
っ
た
と
い
う
（「
小
林
秀
雄
の
骨
董
」
前
掲
文
、

六
六
頁
）
が
、
こ
の
発
言
も
骨
董＝

体
操
と
の
関
連
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
２７
）

小
林
の
骨
董
論
を
美
学
的
観
点
か
ら
批
判
し
た
も
の
と
し
て
は
、
谷
川
渥
『
形
象
と
時
間
――
美
的
時
間
論
序
説
』（
昭
和
六
一
年
）
講
談
社

学
術
文
庫
、
平
成
一
〇
年
、
三
三－

四
三
頁
が
あ
る
。
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
し
て
は
、
池
上
俊
一
「
小
林
秀
雄
と
現
代
歴
史
学
」『
新

潮
』
平
成
五
年
五
月
号
、
一
〇
六－

一
〇
九
頁
を
参
照
。

（
２８
）

「
歴
史
の
活
眼
」（
昭
一
四
・
一
一
）
に
は
「
三
年
ほ
ど
前
か
ら
日
本
歴
史
を
教
へ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
（６

：
５６３

）。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
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は
、
折
口
信
夫
と
の
対
談
「
古
典
を
め
ぐ
り
て
」（
昭
二
五
・
二
、９

：
２１８

‐９

）
も
参
照
。

な
お
、
小
林
に
と
っ
て
明
治
大
学
で
の
歴
史
講
義
と
骨
董
愛
好
と
が
並
行
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
秦
秀
雄
に
よ
る
次
の
よ
う
な
証
言
か
ら
も

分
か
る
――
「
鎌
倉
か
ら
す
く
な
く
と
も
一
週
間
に
い
っ
ぺ
ん
、
明
大
だ
っ
た
か
、
大
学
の
講
義
に
く
る
つ
い
で
に
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き

た
。
／
さ
ん
ざ
ん
焼
き
も
の
談
義
を
か
わ
し
、
酒
を
た
ら
ふ
く
飲
ん
で
、
泊
ま
っ
て
い
く
」（「
名
著
『
近
代
絵
画
』
の
作
者
の
眼
」
前
掲
文
、
二

一
八
頁
）。

（
２９
）

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
問
題
」（
昭
一
四
・
一
二
、６

：
５７７

）
お
よ
び
「『
ガ
リ
ア
戦
記
』」（７

：
３５５

）
を
参
照
。

（
３０
）

青
山
前
掲
文
、
二
二
六
頁
。

（
３１
）

「
文
学
と
自
分
」（
昭
一
五
・
一
一
）
に
も
同
様
の
主
張
が
見
ら
れ
る
（７

：
１３７

）。

（
３２
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
乾
二
郎
「
歴
史
と
よ
ば
れ
る
絵
画
」『
批
評
空
間
』
第
三
期
第
一
号
、
平
成
一
三
年
、
二
四
一－

二
四
九
頁
も
参

照
。

パ
ラ
ダ
イ
ム

（
３３
）

カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
「
徴
候
――
推
論
的
範
例
の
根
源
」
同
『
神
話
・
寓
意
・
徴
候
』
せ
り
か
書
房
、
昭
和
六
三
年
、
一
七
七－

二
二
六

頁
。

（
３４
）

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
﹇
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
﹈」
同
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１

近
代
の
意
味
』
浅

井
健
二
郎
編
訳
、
久
保
哲
司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
七
年
、
六
四
五－

六
六
五
頁
。

（
３５
）

小
林
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
思
想
を
比
較
し
た
も
の
と
し
て
は
、
三
原
弟
平
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
使
命
』（
河
出
書
房
新
社
、
平
成
七
年
、
一
八

一－

二
一
三
頁
）
が
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
と
は
視
点
を
異
に
す
る
。

（
３６
）

さ
ら
に
「
偶
像
崇
拝
」（
昭
和
二
五
・
一
一
）
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
文
章
も
参
照
――
「﹇
…
…
﹈
絵
を
記
憶
す
る
と
い
う
様
な
事
は
、
た
ゞ

そ
ん
な
風
な
気
が
す
る
だ
け
で
、
全
く
不
可
能
な
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
絵
は
、
偶
然
に
、
眼
前
に
現
れ
て
、
又
、
全
く
消
え
去
つ
て
了
ふ
と
い

ふ
の
が
本
当
だ
ら
う
。
絵
に
は
、
何
か
し
ら
私
の
日
常
意
識
に
対
し
て
不
連
続
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
絵
を
見
て
ゐ
る
間
だ
け
、
私
に
作
用

す
る
ら
し
い
」（９

：
４０４

）。

（
３７
）

カ
イ
ロ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
「
時
間
と
歴
史
――
瞬
間
と
連
続
の
批
判
」
同
『
幼
児
期
と
歴
史

――
経
験
の
破
壊
と
歴
史
の
起
源
』
上
村
忠
男
訳
、
岩
波
書
店
、
平
成
一
九
年
、
一
五
七－

一
八
五
頁
。
同
『
残
り
の
時
――
パ
ウ
ロ
講
義
』
上

村
忠
雄
訳
、
岩
波
書
店
、
平
成
一
七
年
、
特
に
「
第
四
日

ア
ポ
ス
ト
ロ
ス
」（
九
七－

一
四
一
頁
）。

（
３８
）

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
思
想
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
モ
ー
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
――
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
シ
ョ
ー
レ
ム
』
合
田
正
人
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
平
成
一
五
年
、
第
二
部
を
参
照
。
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（
３９
）

形
象
と
時
間
を
め
ぐ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。G

.
D

idi-H
uberm

an,
D

evant
le

tem
ps

:
histoire

de
l’art

et
ana

-

chronism
e

des
im

ages,
Paris

2000,
pp.85

‐155.

（
４０
）

小
林
は
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
も
、
彼
が
「
常
に
死
を
憧
憬
し
、
死
こ
そ
全
生
活
の
真
の
完
成
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
」
と
す
る
バ
ッ
ハ
夫
人
の

回
想
に
言
及
し
て
い
る
（「
バ
ッ
ハ
」７

：
３８４

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ナ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
バ
ッ
ハ
『
バ
ッ
ハ
の
思
い
出
』
山
下
肇
訳
、

講
談
社
学
術
文
庫
、
平
成
九
年
、
八
二
頁
お
よ
び
二
七
七－

二
七
八
頁
を
参
照
。

（
４１
）

だ
が
、
の
ち
に
川
端
も
骨
董
に
開
眼
し
、
し
か
も
人
間
を
物
質
化
す
る
こ
と
へ
の
情
熱
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
を
両
者
が
共
有
し
て

い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
小
林
が
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
相
手
が
川
端
で
あ
っ
た
の
は
単
な
る
偶
然
と
も
言
え
ま
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
拙

論
も
参
照
。

（
４２
）

森
本
前
掲
書
、
特
に
第
五
章
を
参
照
。

（
４３
）

「
即
戦
体
制
下
文
学
者
の
心
」
同
人
座
談
会
、『
文
學
界
』
昭
和
一
七
年
四
月
号
、
八
〇－

九
五
頁
。

（
４４
）

付
言
す
れ
ば
、
小
林
に
と
っ
て
、
カ
エ
サ
ル
の
「
精
兵
主
義
を
再
び
採
用
」
し
た
ゼ
ー
ク
ト
も
ま
た
、「
戦
争
と
い
ふ
作
品
を
創
つ
て
ゐ
る
芸

術
家
」
で
あ
っ
た
（「
ゼ
ー
ク
ト
の
『
一
軍
人
の
思
想
』
に
つ
い
て
」
昭
一
八
・
九
、７

：
４３５

,４３８

）。
さ
ら
に
戦
時
中
、
文
学
と
歴
史
と
骨
董

と
戦
争
の
四
者
が
収
斂
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
小
林
が
偏
愛
し
た
の
は
『
平
家
物
語
』
で
あ
っ
た
。

（
４５
）

小
林
は
「
欧
州
大
戦
」（
昭
一
五
・
五
）
に
お
い
て
、
開
始
し
た
ば
か
り
の
欧
州
大
戦
を
「
簡
単
明
瞭
な
五
月
の
大
空
の
下
の
殺
戮
と
い
ふ
一

幅
の
戦
争
画
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
「
見
る
」
自
分
の
こ
と
を
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
頃
「
戦
争
に
関
す
る
写
真
を
蒐
集
し
て
楽
し
ん
で
ゐ
た
」
小

学
生
の
自
分
と
大
差
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
こ
の
戦
争
を
「
見
る
」
行
為
を
、
彼
が
独
軍
マ
ジ
ノ
線
突
破
の
日
に
博
物
館
で
鑑
賞
し
て

い
た
、《
伴
大
納
言
絵
巻
》
――
「
戦
争
画
」
同
様
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
主
題
と
し
た
作
品
――
を
眺
め
る
行
為
と
対
比
し
て
い
る
（７

：
６７

‐８

）。

（
４６
）

自
己
の
物
質
化
に
つ
い
て
は
、
座
談
会
「
小
林
秀
雄
の
『
私
は
恥
ず
か
し
か
っ
た
』」（『
文
學
界
』
平
成
一
四
年
九
月
号
）
に
お
け
る
岡
崎
乾

二
郎
の
発
言
（
二
三
四
、
二
三
七
頁
）
も
参
照
。

（
４７
）

永
原
前
掲
書
、
一
四
八－

一
五
〇
頁
。

謝
辞

論
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
、
創
元
社
社
長
の
矢
部
敬
一
氏
よ
り
貴
重
な
ご
指
摘
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
衷
心
よ
り
謝
意
を
表
し
た
い
。
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