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（
１
）
（
２
）

本
論
文
は
、
文
学
者
の
正
岡
子
規
と
高
濱
虚
子
を
ひ
ろ
く
思
想
家
と
し
て
の
視
点
か
ら
論
じ
フ
○
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
思
想
史
に
お

け
る
「
近
代
」
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
代
政
治
思
想
史
研
究
の
視
点
か
ら
、
虚
子
が
反
近
代
の
思
想
家
と
し
て

も
つ
脱
近
代
的
な
今
日
的
意
義
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
子
規
を
、
い
わ
ば
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
に
対
し
て
、
近
代
の
原
点
の
思
想

家
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
。
こ
う
し
て
本
論
文
は
、
日
本
政
治
思
想
史
に
お
け
る
「
近
代
」
に
関
す
る

（
な
い
し
は
「
近
代
」
を
考
え
る
）
思
想
史
研
究
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
国
文
学
（
史
）
研
究
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
議
論

の
展
開
に
沿
っ
て
、
標
題
も
叙
述
の
順
序
も
「
子
規
・
虚
子
」
と
い
う
時
系
列
で
は
な
く
「
虚
子
・
子
規
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

（
３
）

誉
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
ｌ
近
代
批
判
と
共
同
性
の
回
復
』
と
い
う
近
著
の
標
題
か
ら
も
察
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
私
の
年
来
の
政
治
思
想
史
研
究
の
テ
ー
マ
は
、
と
く
に
近
代
思
想
史
に
お
け
る
近
代
批
判
お
よ
び
そ
れ
を
通
し
て
の

「
近
代
」
の
研
究
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
方
法
的
特
徴
は
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
や
ワ
ー
ズ
ワ
ス
あ
る
い
は
石
牟
礼
道
子
と
い
っ
た
詩
人
思
想

家
の
論
説
や
文
学
作
品
を
素
材
と
す
る
点
に
あ
る
。
文
学
作
品
で
あ
れ
政
治
・
社
会
論
で
あ
れ
、
お
よ
そ
思
想
家
の
思
想
的
営
為
と
そ

の
表
現
様
式
が
私
た
ち
の
区
々
た
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ど
の
よ
う
な

は
じ
め
に

（
２
）
極
限
の
生
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

（
３
）
時
代
と
国
民
の
創
出

お
わ
り
に
ｌ
こ
と
ば
の
力
と
世
界
の
創
出
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今
日
の
、
物
質
的
豊
か
さ
か
ら
内
面
的
豊
か
さ
へ
と
い
う
「
静
か
な
る
革
命
」
（
イ
ン
グ
ル
ハ
ー
ト
）
の
中
で
、
近
代
（
化
）
が
あ

ら
た
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。
自
我
や
欲
望
を
中
心
と
す
る
機
械
化
ざ
れ
道
具
化
さ
れ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
自
然
や
他
者
と
の
本

来
の
豊
か
な
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
取
り
戻
す
か
が
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
、
伝
統
俳
句
系
の
作
家
た
ち
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
の
現
代
俳
句
系
の
人
々
の
間
で
も
一
九
七
○
年
代
以
降
、
虚
子
と
花
鳥
調

詠
論
の
再
評
価
が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
近
代
の
自
我
肥
大
や
自
我
中
心
の
文
学
的
方
法
や
世
界
観
に
対
す
る
反
省
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
戦
後
近
代
の
民
主
化
と
自
我
の
解
放
の
中
で
、
か
つ
て
は
俳
壇
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
巨
大
結
社
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
理
論

で
あ
る
花
鳥
調
詠
論
は
、
い
わ
ゆ
る
現
代
俳
句
の
側
か
ら
守
旧
・
因
循
・
伝
統
墨
守
の
象
徴
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
、
戦
後
の

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
れ
思
想
家
が
書
い
た
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
思
想
家
の
思
想
の
多
面
的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
虚
子
の
反
近
代
性
に
着
目
し
虚
子
が
到
達
し
た
「
花
鳥
調
詠
論
」
が
、
単
な
る
作
句
理
論
に
と
ど
ま
ら

（
４
）

な
い
、
一
つ
の
脱
近
代
的
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
ま
ず
Ｉ
「
高
濱
虚
子
の
脱
近
代
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
思

想
史
の
文
脈
で
、
思
想
家
・
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
と
い
う
反
近
代
文
学
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

Ｉ
高
濱
虚
子
の
脱
近
代
的
世
界
観

（
１
）
時
代
転
換
と
花
鳥
調
詠
論
の
再
評
価
－
１
自
然
随
順
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経
済
復
興
か
ら
高
度
成
長
を
経
て
今
日
の
脱
近
代
社
会
を
迎
え
る
中
で
、
社
会
自
体
の
価
値
観
が
大
き
く
転
換
し
、
人
間
の
自
我
か
ら

発
す
る
人
間
中
心
の
近
代
主
義
的
な
詠
み
方
や
世
界
観
に
基
礎
を
置
く
い
わ
ゆ
る
現
代
俳
句
に
対
し
て
、
自
然
に
従
い
自
然
の
一
部
と

し
て
生
き
る
花
鳥
調
詠
論
の
自
然
随
順
の
詠
み
方
や
世
界
観
を
再
評
価
す
る
社
会
的
歴
史
的
条
件
が
整
っ
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
花

鳥
調
詠
の
思
想
が
実
は
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
な
感
性
本
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
き
始
め
た
。
こ
の
潮
流
の
中
で
俳

壇
で
は
最
初
、
花
鳥
調
詠
と
は
一
一
一
一
口
わ
ず
に
、
こ
れ
を
こ
と
さ
ら
「
自
然
調
詠
」
と
も
言
っ
た
が
、
実
は
こ
れ
は
「
花
鳥
調
詠
」
の
こ
と

（
５
）

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
九
州
の
俳
人
・
野
見
山
朱
鳥
は
「
生
命
調
詠
」
論
を
高
く
掲
げ
た
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
戦
後
近
代
ら
し
い
表
現

で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
、
花
鳥
調
詠
論
の
進
化
を
目
指
し
た
、
そ
の
一
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

同
様
の
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
私
自
身
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は
戦
後
の
高
度
成
長
の
極
限
か
ら
脱
近
代
へ
の
時
代

転
換
と
価
値
観
の
転
換
を
体
験
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
私
は
、
戦
後
の
高
度
成
長
期
の
物
質
主
義
か
ら
の
脱
却
や
、
自
然
の
征
服
か
ら

共
生
へ
と
い
う
自
然
観
の
転
換
を
含
む
、
「
持
続
可
能
社
会
」
へ
の
大
き
な
価
値
転
換
の
中
で
、
近
代
シ
ス
テ
ム
な
い
し
「
近
代
」
そ

の
も
の
が
持
つ
病
弊
の
解
明
と
い
う
「
近
代
批
判
」
を
大
き
な
研
究
課
題
と
し
、
と
く
に
こ
の
近
代
批
判
の
源
流
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
・

ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
思
想
家
や
、
水
俣
か
ら
近
代
の
病
に
根
源
的
批
判
を
展
開
す
る
思
想
家
・
石
牟
礼
道
子
の
脱
近
代
思
想
の
研
究
を

進
め
た
。
そ
れ
は
、
近
代
化
の
中
で
、
人
間
や
企
業
の
論
理
や
欲
望
・
功
利
・
利
益
が
究
極
に
達
し
た
現
代
に
お
け
る
「
近
代
」
の
病

や
原
罪
に
対
す
る
た
ん
な
る
政
治
的
告
発
で
は
な
く
、
こ
の
原
因
を
文
学
や
思
想
か
ら
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
刃
を
私
た
ち

自
身
の
内
な
る
近
代
に
向
け
る
と
い
う
、
根
底
か
ら
の
近
代
批
判
に
も
つ
な
が
る
研
究
を
目
指
し
た
。

こ
の
脱
近
代
へ
の
視
座
転
換
の
中
か
ら
私
は
、
世
界
観
と
し
て
の
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
に
対
し
て
思
想
史
的
関
心
を
も
っ
た
。
虚
子

の
花
鳥
調
詠
論
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
作
句
論
と
し
て
始
ま
っ
た
。
虚
子
は
、
子
規
の
近
代
的
な
主
客
二
元
論
的
認
識
論
に
基
づ
く（
６
）

「
写
生
」
論
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
を
「
客
観
写
生
」
と
い
う
没
主
観
の
方
向
へ
と
徹
底
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
昭
和
初
期
、
水
原
秋
桜
子
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虚
子
の
思
想
形
成
は
、
基
本
的
に
子
規
の
写
生
論
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
あ
る
い
は
河
東
碧
梧
桐
、
あ
る
い
は
秋
桜
子
と
の
対
抗
関
係

の
中
で
、
写
生
論
を
「
客
観
写
生
」
論
へ
、
さ
ら
に
は
花
鳥
調
詠
論
へ
と
理
論
的
に
展
開
し
て
き
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
虚
子
の

花
鳥
調
詠
論
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
い
う
日
本
近
代
の
最
大
結
社
の
組
織
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
一
人
一
人
が
俳
句
と
い

う
詩
に
親
し
み
誰
も
が
作
家
と
し
て
俳
壇
に
参
加
す
る
、
日
本
近
代
の
国
民
文
学
の
形
成
の
一
翼
を
担
っ
た
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
花

鳥
調
詠
論
は
、
結
社
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
通
じ
て
日
本
近
代
の
俳
句
文
学
の
大
衆
化
を
促
す
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
他
方
そ
の
思
想
に

お
い
て
は
、
心
底
で
は
急
速
な
近
代
化
に
常
に
違
和
感
を
抱
き
続
け
て
き
た
日
本
人
の
反
近
代
的
心
情
を
つ
か
み
つ
つ
、
自
然
と
の
一

体
化
と
い
う
日
本
の
思
想
伝
統
へ
の
回
帰
を
支
え
続
け
て
き
た
思
想
で
あ
っ
た
。

あ
ん
じ
ん

私
は
近
代
の
自
我
中
心
の
俳
句
を
、
「
安
心
あ
ら
し
め
よ
」
の
俳
句
と
よ
ぶ
。
こ
の
「
安
心
」
と
は
、
仏
教
の
一
一
一
一
口
葉
で
あ
っ
て
、
自

足
の
世
界
を
言
う
。
「
安
心
あ
ら
し
め
よ
」
の
世
界
は
、
他
力
本
願
に
対
す
る
、
い
わ
ば
近
代
の
自
力
本
願
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世

界
の
例
と
し
て
、
次
の
句
が
象
徴
的
で
あ
る
。

蛍
籠
わ
れ
に
安
心
あ
ら
し
め
よ
石
田
波
郷

こ
の
有
名
な
句
は
、
病
気
に
よ
る
死
の
不
安
と
煩
悶
の
中
で
一
個
の
自
我
の
葛
藤
を
描
い
た
作
品
で
、
自
我
と
そ
の
運
命
に
苦
悩
し
平

を
先
頭
に
台
頭
す
る
近
代
的
自
我
の
表
現
で
あ
る
現
代
俳
句
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
完
成
し
た
作
句
理
論
で
あ
り
世
界
観
で
あ
っ
た
。

こ
の
花
鳥
調
詠
論
の
「
花
鳥
」
と
は
、
花
鳥
に
象
徴
さ
れ
る
、
人
間
も
含
む
自
然
（
造
化
）
の
存
在
一
切
を
、
自
我
を
消
し
去
っ
た

「
客
観
写
生
」
に
よ
る
対
象
と
の
一
体
化
を
通
し
て
、
対
象
で
あ
る
一
切
の
存
在
を
詩
と
し
て
し
ら
べ
（
リ
ズ
ム
）
に
の
っ
と
っ
て
詠

む
（
「
調
詠
」
す
る
）
と
い
う
作
句
理
論
で
あ
り
、
つ
い
に
は
世
界
観
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
虚
子
は
こ
の
理
論
を
、
近
代
的
自
我

表
白
と
し
て
の
（
西
洋
近
代
思
想
と
パ
ラ
レ
ル
な
）
現
代
俳
句
へ
の
対
抗
理
論
と
し
、
こ
の
理
論
を
体
得
し
た
こ
と
を
自
ら
の
誇
り
と

（
７
）

－
」
て
い
た
。
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花
鳥
調
詠
論
は
、
時
代
に
先
駆
け
る
脱
近
代
の
世
界
観
で
あ
り
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
の
認
識
論
に
お
け
る
主
客
二
元
論
を

超
え
て
、
客
観
写
生
の
徹
底
を
通
し
て
造
化
と
一
体
化
す
る
創
作
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
切
の
紐
帯
や
規
範
が
崩
壊
し
た
近
代
の

こ
れ
ら
の
句
は
、
自
我
を
中
心
に
自
分
か
ら
発
し
て
自
我
の
煩
悩
と
煩
悶
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
我
中

心
の
俳
句
は
、
前
近
代
的
共
同
体
か
ら
の
自
我
の
解
放
を
躯
歌
し
た
戦
後
近
代
に
お
い
て
は
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
日
の

よ
う
に
近
代
化
と
高
度
成
長
に
よ
っ
て
人
間
中
心
主
義
、
物
質
中
心
主
義
、
自
由
主
義
、
自
我
肥
大
の
世
界
観
が
そ
の
極
限
に
達
し
て

反
省
が
迫
ら
れ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
の
よ
う
な
自
然
随
順
の
自
足
と
安
心
の
世
界
が
再
評
価
さ
れ

始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
虚
子
の
花
鳥
調
詠
の
世
界
を
私
は
、
「
安
心
そ
の
も
の
」
の
世
界
と
よ
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
苦
悩
を
経

て
き
た
安
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
「
安
心
」
に
も
「
異
安
心
」
と
い
う
陥
穿
も
あ
る
と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
に
今
日
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
転
換
の
中
で
、
作
句
理
論
お
よ
び
脱
近
代
の
世
界
観
と
し
て
、
こ
の
「
安
心
そ
の
も
の
」
の
世
界
観
で
あ
る
花
鳥
調
詠
論
が
あ

ら
た
め
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
「
あ
ら
し
め
よ
」
と
渇
仰
す
る
、
ま
さ
に
「
近
代
」
の
文
学
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

死
ね
ば
野
分
生
き
て
ゐ
し
か
ば
争
へ
り
加
藤
椴
邨

と
い
う
有
名
な
句
も
あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
、
自
我
の
運
命
に
か
か
わ
る
、
煩
悶
葛
藤
の
句
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
句
は
、
近

代
的
自
我
と
近
代
文
学
が
基
本
的
に
「
安
心
あ
ら
し
め
よ
」
と
い
う
、
「
安
心
」
が
得
ら
れ
な
い
、
現
代
の
不
安
の
世
界
の
表
現
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
２
）
花
鳥
調
詠
論
の
今
曰
的
意
義
Ｉ
時
代
に
先
駆
け
る
思
想
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虚子・子規・近代
極
限
に
あ
る
今
日
、
自
然
・
他
者
・
身
体
と
の
共
同
性
と
新
し
い
生
命
論
的
世
界
の
回
復
を
目
指
す
世
界
観
で
も
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
と
機
械
論
的
自
然
観
に
よ
っ
て
自
然
を
解
釈
し
、
そ
れ
と
の
関
係
性
を
断
ち
き
っ
て

支
配
し
、
そ
こ
か
ら
価
値
や
利
益
を
引
き
出
し
て
物
質
的
な
豊
か
さ
を
築
い
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
自
然
支
配
に
加
え
て
、
現
代
は
社

会
に
お
い
て
も
他
者
と
の
人
間
関
係
で
も
競
争
、
効
率
、
管
理
が
貫
く
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
真
の
共
同
性
、

関
係
性
、
自
然
と
人
間
の
、
さ
ら
に
は
人
間
と
人
間
、
人
間
と
身
体
と
の
本
来
の
一
体
的
な
関
係
、
お
よ
び
こ
の
諸
関
係
を
律
す
る
規

範
を
ど
の
よ
う
に
し
て
回
復
す
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
「
有
縁
」
（
う
え
ん
）
つ
ま
り
関
係
性
の
回
復
の
問
題
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
に
課
せ

ら
れ
た
課
題
は
、
こ
の
豊
か
な
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
回
復
す
る
か
に
あ
る
。

（
８
）

こ
の
関
係
性
の
回
復
の
端
緒
を
、
俳
句
で
は
「
存
問
」
と
い
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
一
種
の
挨
拶
で
あ
っ
て
、
生
命
あ
る
も
の
も
な

い
も
の
も
一
切
の
存
在
同
士
が
ふ
と
出
会
っ
た
り
触
れ
合
っ
た
り
す
る
折
、
互
い
に
語
り
か
け
存
在
を
確
か
め
る
よ
う
な
、
共
通
の
大

き
な
存
在
に
連
な
ろ
も
の
同
士
が
本
来
持
っ
て
い
た
豊
か
な
関
係
の
回
復
の
こ
と
で
あ
る
。
私
も
含
め
た
す
べ
て
の
存
在
が
繋
が
っ
て

い
る
世
界
と
そ
の
存
在
の
絆
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
一
切
の
存
在
が
触
れ
合
い
安
ら
ぎ
、
本
来
存
在
す

べ
き
と
こ
ろ
に
す
べ
て
が
繋
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
称
え
て
詠
む
こ
と
が
花
鳥
調
詠
の
自
足
と
肯
定
の
世
界
で
あ
り
、
自
然
随
順
の
世

界
で
あ
る
。
こ
う
し
て
虚
子
が
最
後
に
到
達
し
た
花
鳥
調
詠
論
は
、
す
べ
て
が
あ
る
ぺ
き
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
安
ん
じ
繋
が
っ
て
い
る
と

い
う
「
存
在
の
回
復
」
な
い
し
存
在
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
現
代
俳
句
に
よ
っ
て
時
折
椰
楡
さ
れ
た
「
明
易
や
花
鳥
調
詠
南
無
阿
弥
陀
」

と
い
う
虚
子
の
俳
句
も
、
一
つ
の
脱
近
代
的
世
界
観
の
極
致
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
花
鳥
調
詠
論
は
、
新
し
い
知
を
用
意
す
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
知
や
認
識
は
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
二
元
論
か
ら
成

る
。
こ
れ
に
対
し
て
虚
子
の
認
識
は
、
徹
底
し
た
客
観
写
生
に
よ
っ
て
対
象
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
こ
れ
が
だ
ん
だ
ん
近
し
く
親
し

い
も
の
に
な
っ
て
、
つ
い
に
は
主
体
と
対
象
が
一
体
の
も
の
と
な
る
と
い
う
。
本
来
、
自
然
界
と
い
う
全
体
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
人
間
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論 説

か
つ
て
花
鳥
調
詠
論
は
、
単
な
る
虚
子
崇
拝
あ
る
い
は
季
題
に
盲
目
的
に
固
執
す
る
「
季
題
趣
味
」
と
し
て
椰
楡
さ
れ
た
り
し
た
が
、

今
日
の
時
代
転
換
の
中
で
、
か
え
っ
て
こ
の
花
鳥
調
詠
論
こ
そ
が
時
代
に
先
駆
け
る
思
想
で
あ
り
、
現
代
に
多
く
の
示
唆
を
含
む
脱
近

代
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

基
づ
い
た
新
し
い
世
界
観
で
あ
る
。

が
世
界
認
識
の
中
心
と
な
っ
て
観
察
、
分
類
、
利
用
、
支
配
す
る
と
い
う
近
代
的
関
係
が
続
い
て
き
た
が
、
こ
の
近
代
的
認
識
か
ら
脱

近
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
よ
っ
て
、
世
界
を
ひ
と
つ
の
生
命
と
関
係
を
も
っ
た
全
体
と
し
て
見
る
、
新
し
い
知
と
世
界
観
が
、
い
ま

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
生
態
系
が
一
つ
の
宇
宙
で
あ
り
生
命
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
一
つ
が
意
味
の
あ
る
生
命
で
あ
る
。
こ

う
し
た
新
し
い
も
の
の
見
方
が
、
最
も
生
命
と
し
て
の
人
間
と
世
界
の
あ
り
よ
う
に
一
番
ふ
さ
わ
し
い
認
識
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
つ

つ
あ
る
。
こ
の
脱
近
代
的
世
界
観
は
ま
た
、
一
切
が
何
か
の
「
目
的
」
や
「
企
て
」
に
と
っ
て
の
「
手
段
」
や
「
道
具
」
と
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
自
身
が
「
目
的
」
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
一
切
の
存
在
へ
の
肯
定
と
畏
敬

に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
人
間
と
そ
の
自
我
だ
け
が
す
べ
て
の
中
心
で
あ
り
も
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
自
然
も
他
人
も
自
分
の
身
体

ま
で
も
す
べ
て
が
道
具
で
あ
る
よ
う
な
近
代
の
諸
関
係
で
は
な
く
て
、
人
間
も
含
む
造
化
の
一
切
を
自
然
や
四
季
と
と
も
に
輪
廻
す
る

生
き
た
世
界
で
あ
る
と
し
て
そ
こ
に
安
ら
ぐ
と
い
う
の
が
、
虚
子
の
花
鳥
調
詠
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
造
化
と
生
命
へ
の
畏
敬
に

（
９
）

し
か
し
、
他
方
で
花
鳥
調
詠
論
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
今
口
凹
、
倭
小
化
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
花
鳥
調
詠
論
が
次
第
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
し
て
金
科
玉
条
の
も
の
と
な
っ
た
り
、
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
社
会
に
対
す
る
無
関
心
の

（
３
）
花
鳥
調
詠
論
の
課
題
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虚子・子規・近代
よ
う
に
、
自
然
を
詠
め
ば
そ
れ
で
事
足
り
る
と
い
う
姿
勢
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
花

鳥
調
詠
論
の
一
種
の
倭
小
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
は
世
界
観
と
し
て
の
条
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
花
鳥
調
詠
論
の
自
然
随
順
と
い
う
姿
勢
に
お
け
る
よ
う
な
主
体
性
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
分
が
そ
の
一
部

で
あ
る
自
然
を
詠
む
と
い
う
花
鳥
調
詠
の
詠
み
方
や
世
界
観
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
性
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
い
も
、
一
つ
の

（
畑
）

大
事
な
点
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
花
鳥
調
詠
論
に
お
け
る
没
主
体
性
の
問
題
は
、
歴
史
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
に
関
す
る
丸
山
真
男
の
「
歴
史
意
識
の
古
層
」

（
皿
）

論
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
丸
山
は
、
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
部
分
の
国
生
み
の
物
語
な
ど
か
ら
、
日
本
人
の
歴
史
に

対
す
る
見
方
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抽
出
す
る
。
つ
ま
り
『
古
事
記
』

や
『
日
本
書
紀
』
の
冒
頭
の
宇
宙
創
生
の
記
述
で
は
「
つ
く
る
」
よ
り
「
な
る
」
の
論
理
が
優
位
し
、
「
葦
牙
（
あ
し
か
び
Ⅱ
葦
の
茅
）

の
萌
え
騰
（
あ
が
）
る
」
が
ご
と
く
、
「
次
に
何
が
生
ま
れ
、
次
に
何
が
生
ま
れ
、
：
…
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
歴
史
が
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に

な
り
ゆ
く
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
丸
山
は
日
本
人
の
歴
史
意
識
の
古
層
を
、
「
葦
牙
」
が
春
先
に
な
っ

て
ぐ
ん
ぐ
ん
と
伸
び
て
い
く
よ
う
に
、
歴
史
や
時
代
が
ひ
と
り
で
に
な
り
ゆ
く
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。
歴
史
は
「
な
る
も
の
」
か

「
つ
く
る
も
の
」
か
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
西
洋
「
近
代
」
を
生
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
歴
史
は
主
体
的
作
為
の
産
物
で
あ
り
、
そ

の
当
然
の
結
果
と
し
て
責
任
が
生
じ
る
も
の
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
主
体
性
と
責
任
の
感
覚
が
希
薄
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
丸
山
の
古

層
論
は
日
本
思
想
一
般
の
問
題
と
は
い
え
、
こ
の
没
主
体
性
の
問
題
は
、
と
く
現
代
の
花
鳥
調
詠
論
に
お
け
る
自
然
随
順
の
世
界
観
に

向
け
ら
れ
た
大
き
な
問
い
と
な
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
文
学
表
現
や
感
動
表
現
に
お
い
て
、
主
体
性
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
花
鳥
調
詠
論
と
い
う
自
然
随
順
的
世
界

観
が
全
く
の
没
主
体
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
私
は
、
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
説
に
関
わ
る
「
喜
ば
し
き
受
動
性
」
の

283（熊本法学116号'０９）



論 説

議
論
に
ヒ
ン
ト
に
、
「
造
化
を
む
し
ろ
喜
ん
で
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
一
方
的
な
受
動
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

（
皿
）

造
化
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
に
能
動
的
な
力
や
働
き
が
湧
い
て
く
る
、
つ
ま
り
能
動
性
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
視
点
も

提
示
し
た
。
と
は
い
え
、
や
は
り
反
近
代
思
想
と
し
て
の
花
鳥
調
詠
論
の
自
然
随
順
的
な
不
作
為
や
没
主
体
の
問
題
は
残
る
だ
ろ
う
。

私
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
花
鳥
調
詠
は
た
し
か
に
現
代
の
哲
学
・
思
想
と
し
て
時
代
に
か
な
っ
た
す
ぐ
れ
た
脱
近
代
的
世
界
観
で
あ
っ

て
、
こ
の
世
界
を
回
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
豊
か
な
世
界
を
実
感
で
き
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
意
味
が
あ
る
世
界

の
回
復
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
新
し
い
世
界
観
を
回
復
す
る
に
当
た
っ
て
も
こ
れ
を
支
え
る
主
体
の
問
題

が
あ
る
。
つ
ま
り
脱
近
代
後
の
近
代
的
主
体
の
形
成
の
課
題
が
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
近
代
後
の
今
日
、
あ
ら
た
め
て
人
間
と
社
会
へ
の

い
っ
そ
う
鋭
い
関
心
と
主
体
性
を
も
っ
て
近
代
後
の
規
範
・
秩
序
の
形
成
へ
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
主
体
性
を
抜
き
に

は
、
私
た
ち
が
い
ま
こ
の
社
会
の
中
で
生
き
て
創
作
活
動
を
行
う
と
い
う
、
文
学
に
お
け
る
「
現
代
性
」
が
欠
落
す
る
か
ら
で
あ
る
。

花
鳥
調
詠
論
と
い
う
脱
近
代
的
世
界
観
を
実
現
す
る
そ
の
担
い
手
の
主
体
性
は
ど
う
な
の
か
、
こ
れ
を
ど
う
自
覚
し
つ
つ
創
出
す
る
の

か
、
ま
さ
に
花
鳥
調
詠
論
に
お
け
る
文
学
性
と
現
代
性
が
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
次
に
、
こ
の
主
体
形
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
第
二
の
問
い
「
い
ま
な
ぜ
子
規
か
」
と
い
う
、
子
規
の
現
代
的
可
能
性
の
問

題
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
虚
子
の
脱
近
代
的
世
界
観
と
と
も
に
、
子
規
と
い
う
最
初
の
近
代
が
持
っ
て
い
た
、
「
初
発

の
近
代
」
の
生
き
生
き
と
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
近
代
後
の
近
代
」
の
再
構
築
と
い
う
今
日
の
思
想
状
況
の
中

で
、
子
規
の
今
日
的
意
義
が
い
よ
い
よ
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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虚子・子規・近代

子
規
に
お
け
る
近
代
性
と
は
何
か
。
そ
の
第
一
の
特
徴
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
子
規
の
写
生
論
が
も
つ
近
代
性
で
あ

る
。
つ
ま
り
写
生
論
に
お
け
る
近
代
的
主
体
性
で
あ
っ
て
、
写
生
に
つ
い
て
子
規
は
、
「
写
生
と
い
ひ
写
実
と
い
ふ
は
実
際
有
の
ま
⑪

に
写
す
に
相
違
な
け
れ
ど
も
固
よ
り
多
少
の
取
捨
選
択
を
要
す
」
と
し
て
、
「
取
捨
選
択
と
は
面
白
い
虚
を
取
り
て
、
つ
ま
ら
ぬ
虚
を

（
⑬
）

捨
つ
る
事
に
し
て
」
と
一
一
一
一
口
い
、
あ
る
い
は
「
美
醜
錯
綜
し
玉
石
混
交
し
た
る
森
羅
万
象
の
中
よ
り
美
を
撰
り
出
だ
し
玉
を
拾
ひ
分
く
る

（
Ｍ
）

は
文
学
者
の
役
目
な
り
」
と
も
一
一
一
戸
う
。
子
規
の
基
本
的
主
張
は
、
主
体
的
な
選
択
つ
ま
り
自
分
の
感
動
か
ら
の
出
発
に
あ
る
。
写
す
と

い
う
写
生
自
体
が
主
体
的
で
近
代
的
な
手
法
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
「
自
分
の
」
感
動
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
で
私
は
近
代
批
判
の
思
想
家
と
し
て
の
虚
子
の
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
子
規
の
今
日
的
意
義
を
探
る

モ
ダ
ニ
テ
ィ

ベ
く
、
あ
ら
た
め
て
子
規
と
い
う
近
代
の
原
点
に
帰
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
子
規
の
「
近
代
性
」
、
つ
ま
り
子
規
の
健
康
な
近
代
に

つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
子
規
の
こ
と
を
「
健
康
な
病
人
」
と
呼
ぶ
。
周
知
の
よ
う
に
子
規
は
、
晩
年
七
年
間
病
床

に
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
子
規
は
不
幸
だ
っ
た
が
、
病
ん
で
な
お
、
精
神
は
い
よ
い
よ
健
全
で
あ
り
続
け
た
。
一
種
の
形
容
矛
盾
だ
が
、

「
健
康
な
病
人
」
・
子
規
は
そ
の
思
想
に
お
い
て
近
代
の
初
発
の
健
康
さ
を
持
っ
て
い
た
。

①
写
生
と
自
立

Ⅱ
子
規
の
近
代
性
□
い
ま
な
ぜ
子
規
か

（
１
）
認
識
と
知
ｌ
写
生
論
・
リ
ア
リ
ズ
ム
・
近
代
の
知
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（
Ⅳ
）

子
規
に
お
け
る
近
代
性
の
第
一
一
の
特
徴
は
、
「
表
現
に
お
け
る
Ⅷ
ゾ
ア
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
子
規
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
第

一
の
特
徴
で
あ
る
「
感
動
の
個
人
主
義
」
を
基
礎
に
、
こ
の
感
動
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
よ
う
と
す
る
合
理
主
義
の
精
神
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
言
文
一
致
の
写
生
文
で
あ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
虚
子
も
こ
れ
を
継
承
す
る
が
、
子
規
に
お
い
て
は
一
面
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的

で
他
方
で
科
学
的
な
客
観
性
に
も
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
虚
子
に
お
け
る
や
や
文
学
的
な
風
趣
と
は
異
質
で
あ
る
。
子
規
は
一
切
の

こ
こ
に
子
規
の
近
代
性
の
出
発
点
が
あ
り
、
私
は
こ
れ
を
、
「
感
動
の
個
人
主
義
」
と
よ
ぶ
。
こ
の
対
極
に
あ
る
も
の
は
感
動
の
陳
腐

化
と
類
型
化
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
子
規
が
「
月
並
み
」
と
し
て
批
判
し
た
江
戸
期
の
俳
譜
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え

ば
、
外
国
人
教
師
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
、
「
共
同
体
的
な
伝
統
主
義
の
中
で
育
ま
れ
」
た
日
本
人
学
生
の
中
に
見
た
、
「
個
人
的

特
色
」
の
欠
如
、
定
型
化
し
た
「
紋
切
り
型
の
美
意
識
や
人
生
観
」
で
あ
り
「
日
本
的
文
化
の
基
層
に
あ
る
共
同
体
へ
の
知
的
同
化
を

（
温
）

よ
し
と
す
る
精
神
的
制
度
的
手
続
き
」
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。

近
代
思
想
史
的
視
点
か
ら
、
子
規
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
「
共
同
体
へ
の
知
的
同
化
」
を
超
え
た
、
感
動
に
お
け

る
近
代
個
人
主
義
の
形
成
、
つ
ま
り
感
性
の
独
立
、
感
動
の
独
立
、
自
分
の
感
動
こ
そ
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
「
自
立
」
の
主
張

で
あ
る
。
福
沢
諭
吉
が
。
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
」
と
し
た
よ
う
に
、
文
学
に
お
け
る
子
規
の
主
張
は
「
一
身
の
感
動
の
独
立
」

に
あ
っ
た
。
福
沢
に
お
け
る
市
民
の
独
立
と
、
子
規
に
お
け
る
感
動
の
独
立
は
、
政
治
と
文
学
に
お
け
る
近
代
化
と
表
裏
の
も
の
で
あ
っ

た
。
し
か
も
子
規
は
、
そ
の
自
分
の
感
動
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
「
或
る
景
色
又
は
人
事
を
鮫
す
る
に
最
も
美
な
る
虚
又
は
極
め
て
感

（
肥
）

じ
た
る
虚
を
中
心
と
し
て
描
け
ば
其
景
其
事
自
ら
活
動
す
可
し
」
と
し
て
、
伸
び
や
か
な
自
分
の
感
動
、
感
性
と
そ
の
表
現
を
大
切
さ

を
説
い
た
。
自
分
の
感
動
こ
そ
本
物
で
あ
る
と
い
う
こ
の
子
規
の
主
張
の
中
に
私
は
、
子
規
の
開
か
れ
た
個
人
主
義
と
近
代
精
神
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

②
リ
ア
リ
ズ
ム
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以
上
二
つ
の
子
規
の
近
代
性
に
深
く
関
連
す
る
、
近
代
性
の
第
三
の
特
徴
は
、
「
知
る
・
書
く
．
生
き
る
」
こ
と
に
あ
る
。
近
代
人

の
原
型
と
い
う
意
味
で
、
子
規
は
ル
ネ
サ
ン
ス
人
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
人
間
と
自
然
の
発
見
」
と
言
わ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
知

の
領
域
で
き
わ
め
て
象
徴
的
に
い
え
ば
、
一
切
を
知
る
、
理
解
す
る
、
表
現
す
る
、
つ
ま
り
何
で
も
見
た
い
、
知
り
た
い
、
わ
か
り
た

（
虹
）

い
と
い
う
欲
望
の
爆
発
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
子
規
こ
そ
日
本
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
。
子
規
は
、
生
来
好
奇
心
や
知
識

欲
も
表
現
欲
も
旺
盛
、
そ
の
表
現
方
法
も
文
学
の
既
成
の
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
自
在
で
あ
っ
た
し
、
加
え
て
病
床
に
あ
っ
て
も
食
欲
旺

盛
で
あ
っ
た
。
と
く
に
「
仰
臥
」
の
子
規
に
と
っ
て
、
知
る
こ
と
と
書
く
こ
と
こ
そ
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
振
り
返
っ
て
、

子
規
な
ら
ぬ
私
た
ち
の
場
合
で
も
、
認
識
し
思
索
し
表
現
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
生
の
喜
び
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。
と
く
に
他
人
が
評
価
し
な
く
て
も
、
私
が
い
ま
何
か
に
感
動
す
る
こ
と
、
私
が
い
ま
何
か
を
表
現
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が

生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
に
生
を
充
実
さ
せ
る
喜
び
な
の
で
あ
る
。
『
病
林
六
尺
」
で
子
規
が
、
何
よ
り
も
欲
し
い
も
の
は
知

譜
」
か
ら
近
代
「

け
る
「
近
代
」
で

③
近
代
の
知

さ
ら
に
同
様
の
理
由
で
子
規
は
、
私
た
ち
が
理
想
と
称
す
る
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
が
か
え
っ
て
危
険
で
あ
っ
て
、
現
実
に
あ
る
も

（
印
）

の
を
き
ち
ん
と
写
し
取
り
、
自
分
の
感
動
を
自
分
で
表
現
す
る
こ
と
の
方
が
確
か
だ
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
近
代
精

神
の
中
核
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
物
事
を
客
観
的
に
距
離
を
置
い
て
観
る
客
観
性
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
そ
子
規
が
、
か
っ
て
の
「
俳

譜
」
か
ら
近
代
「
俳
句
」
へ
の
革
新
に
込
め
た
意
味
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
子
規
の
俳
句
文
字
が
も
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
こ
そ
、
子
規
に
お

け
る
「
近
代
一
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

理
想
、
観
念
的
な
も
の
を
坐

に
神
な
し
仏
無
し
」
の
俳
冶〈
旧
）

み
嫌
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

観
念
的
な
も
の
を
排
除
す
る
が
、
こ
の
点
に
と
く
に
子
規
の
近
代
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
規
の
合
理
性
は
、
「
行
く
秋
の
我

（
畑
）

し
仏
無
し
」
の
俳
句
の
通
り
、
神
仏
を
語
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
村
草
田
男
も
、
子
規
が
「
一
切
の
観
念
的
な
も
の
を
己
心
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皿
）

識
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
っ
た
の
も
、
そ
の
意
味
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
知
識
欲
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
人
間
ら
し
い
究
極
の
本
性
で
あ
航
リ
、

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
欲
求
や
知
に
よ
る
解
放
の
曙
光
が
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
知
的
主
体
と
そ
の
世
界
観
が
支
配
的
に

な
っ
た
の
が
近
代
で
あ
り
、
こ
の
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
の
が
近
代
精
神
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
「
知
る
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
分
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
分
類
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
、
子
規
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
と
し
た
「
俳
句
分
類
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
分
け
る
」
こ
と
は
分
か
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
た
い
と
い
う
あ
く
な
き
欲
望
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
子
規
自
身
の
身
長
に
一
尺
足

り
な
い
高
さ
ま
で
積
み
あ
げ
ら
れ
た
原
稿
の
「
俳
句
分
類
」
だ
が
、
こ
こ
に
近
代
人
・
子
規
の
膨
大
な
知
的
好
奇
心
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
分
類
」
と
い
う
知
的
営
み
は
、
近
代
の
知
の
特
徴
で
あ
っ
て
、
世
の
中
に
生
起
す
る
全
て
の
現

象
と
そ
の
存
在
理
由
に
基
づ
い
て
理
解
し
世
界
を
自
ら
の
理
解
に
沿
っ
て
主
体
的
体
系
的
に
編
纂
し
再
構
築
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、

人
類
が
人
間
と
し
て
生
ま
れ
人
格
と
し
て
成
長
し
自
立
す
る
、
人
類
の
青
年
期
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
近
代
知
の
自
立

は
、
西
洋
十
八
世
紀
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
に
示
さ
れ
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
、
コ
ン
ド
ル
セ
な
ど
フ
ラ
ン

ス
啓
蒙
主
義
の
百
科
全
書
派
の
思
想
家
た
ち
の
「
編
纂
の
知
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
日
本
に
お
い
て
も
福
沢
諭
吉
、
西
周
、
森
有
礼
ら
の
明
六
社
に
代
表
さ
れ
る
近
代
啓
蒙
主
義
者
が
そ
れ
に
当
た
り
、
彼
ら
も
ま

た
、
一
切
の
分
野
の
全
て
の
事
象
と
そ
の
理
由
を
自
ら
の
理
性
と
一
一
一
一
口
葉
で
分
類
、
理
解
、
表
現
し
、
編
纂
の
知
と
い
う
近
代
知
に
よ
っ

て
世
界
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
西
に
『
百
学
連
環
』
が
あ
る
が
、
子
規
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
明
治
の
啓
蒙
期
の
編
纂

的
で
百
科
全
書
的
な
近
代
知
の
、
文
学
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
っ
た
。
子
規
が
目
指
し
た
も
の
は
、
前
近
代
的
な
定
型
化
さ
れ
た
日
本

人
の
感
性
と
そ
の
文
学
か
ら
自
立
し
た
近
代
人
と
近
代
知
の
視
点
か
ら
の
、
短
詩
型
文
学
に
お
け
る
感
動
表
現
や
言
葉
の
革
新
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
日
本
文
学
と
知
の
全
体
の
近
代
的
革
新
で
あ
っ
た
。
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さ
ら
に
子
規
に
お
け
る
近
代
性
の
第
四
の
特
徴
は
、
「
生
の
極
限
を
生
き
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
実
存
的
な
生
き
方
に
あ
る
。
も
と

も
と
子
規
は
、
最
初
か
ら
自
己
探
求
的
な
生
き
方
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
明
治
二
十
二
年
の
最
初
の
喀
血
に
始
ま
り
、

二
十
八
、
九
年
本
格
的
に
病
床
に
つ
い
て
か
ら
そ
の
早
い
死
に
至
る
七
年
間
、
子
規
は
自
己
の
生
の
極
限
を
見
つ
め
て
生
き
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
何
の
た
め
に
残
さ
れ
た
生
を
用
い
る
べ
き
か
。
子
規
は
病
床
に
あ
っ
て
次
第
に
、
自
ら
の
生
の
意
味
を
模
索
し
確
認
す
る

（
麹
）

思
想
家
に
な
っ
て
い
っ
た
と
田
。
わ
れ
る
。
子
規
に
と
っ
て
、
あ
と
何
年
と
限
ら
れ
た
生
で
あ
っ
て
、
子
規
は
こ
れ
を
自
覚
し
て
生
き
た

が
、
こ
う
し
た
病
臥
の
限
ら
れ
た
生
を
生
き
る
こ
と
を
通
し
て
子
規
が
考
え
た
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
生
を
よ
り
意
味
の
あ

る
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
子
規
は
、
生
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
生
き
抜
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
避
け
ら

つ
ま
り
、
子
規
が
め
ざ
し
た
も
の
は
近
代
人
の
主
体
と
知
の
形
成
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
子
規
が
前
提
と
し
た
こ
の
近
代
人
の
思
想

的
基
盤
は
、
な
に
よ
り
「
自
由
」
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
人
一
人
の
自
由
な
感
動
に
お
い
て
、
人
は
す
べ
て
平
等
で
あ
り
自
由
で
あ

る
と
い
う
子
規
の
考
え
は
、
後
述
の
子
規
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も
深
い
関
係
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
子
規
に
は
士
族
の
意
識
も

あ
っ
た
が
、
多
分
に
そ
の
教
育
者
的
性
向
に
よ
る
平
等
意
識
も
も
っ
て
い
た
。
ま
た
子
規
の
写
生
論
が
依
拠
し
た
そ
の
即
物
性
は
、
子

規
の
合
理
主
義
と
近
代
性
を
示
す
も
の
だ
が
、
こ
の
近
代
科
学
的
世
界
観
は
基
本
的
に
全
て
の
物
質
と
人
格
の
平
等
性
を
前
提
と
し
て

い
る
。
こ
の
子
規
に
お
け
る
近
代
合
理
主
義
は
、
た
と
え
ば
中
江
兆
民
の
唯
物
論
な
ど
と
と
も
に
わ
が
国
の
近
代
合
理
主
義
の
源
流
の

一
つ
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
視
点
か
ら
の
子
規
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

①
極
限
の
生

（
２
）
極
限
の
生
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
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さ
ら
に
子
規
に
お
け
る
近
代
性
の
第
五
の
特
徴
と
し
て
、
子
規
の
平
等
意
識
を
支
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
げ
ら
れ
る
。
確
か
に

子
規
に
は
、
士
族
と
し
て
の
階
級
的
誇
持
や
義
務
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
子
規
に
は
、
こ
の
士
族
意
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は

（
妬
）

だ
か
ら
こ
そ
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
た
。
こ
の
子
規
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
坪
内
稔
典
の
論
文
「
無
名
の
生
」
に
示

唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
子
規
の
父
の
隼
太
と
従
弟
の
藤
野
古
白
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
子
規
の
父
は
大
酒
呑
み
で
早
死
に
し
、
非

常
に
有
望
だ
っ
た
古
白
は
拳
銃
で
自
殺
す
る
。
こ
の
二
人
は
無
名
の
ま
ま
で
「
無
名
の
生
」
を
終
え
た
。
こ
れ
に
対
し
子
規
は
、
文
学

を
革
新
し
日
本
的
に
有
名
な
文
学
者
と
な
っ
た
が
、
他
方
、
子
規
は
こ
の
「
無
名
の
生
」
を
終
え
た
二
人
の
生
涯
に
対
し
て
深
い
悼
み

を
抱
い
て
い
た
点
を
同
論
文
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
子
規
は
、
こ
れ
ら
無
名
に
し
て
生
を
終
え
た
も
の
へ
の
共
感
と
そ
の
悲
し
み
を
ど

こ
か
心
の
底
に
秘
め
な
が
ら
、
自
分
の
文
学
革
新
の
大
業
を
や
っ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
子
規
に
は
、
一
つ
の
義
務
感
と
し
て
は

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
立
身
や
出
世
の
野
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
根
底
の
と
こ
ろ
で
は
、
彼
ら
の
悲
し
み
を
共
有
し

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
音

想
家
で
あ
っ
た
が
、
主

②
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

れ
な
い
死
が
刻
々
と
目
前
に
迫
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
の
人
間
の
実
存
的
な
生
き
方
で
あ
る
。
と
く
に
子
規
は
『
病
躰
六
尺
」
で
、
「
悟

り
と
い
ふ
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
死
ぬ
事
か
と
思
っ
て
居
た
の
は
間
違
ひ
で
、
悟
り
と
い
ふ
事
は
如
何
な
る
場
合
で
も
平
気

（
割
）

で
生
き
て
居
る
事
で
あ
っ
た
」
と
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
死
を
通
し
て
生
き
る
と
い
う
逆
説
的
で
実
存
的
な

生
き
方
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
を
自
分
で
徹
底
的
に
客
観
化
し
記
述
す
る
と
い
う
、
あ
く
ま
で
冷
静
か
つ
活
発
な
子
規
の
近
代
精
神

（
閉
）

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
子
規
に
は
周
知
の
よ
う
に
、
病
床
で
の
自
殺
未
遂
も
あ
っ
た
が
、
何
と
か
田
心
い
と
ど
ま
っ
て
、
そ
れ
で
も
生
き
よ

う
と
し
た
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
時
間
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
の
中
で
、
子
規
の
中
に
自
我
と
そ
の
自
覚
が
真
に
生
ま
れ
て
き
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
子
規
は
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
生
き
る
意
味
を
取
り
返
し
た
、
「
生
の
哲
学
者
」
で
あ
り
実
存
の
思

想
家
で
あ
っ
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
実
存
的
苦
悩
を
通
し
て
、
子
規
は
真
の
近
代
人
な
い
し
近
代
思
想
家
と
し
て
屹
立
し
た
の
で
あ
る
。
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虚子・子規・近代

①
個
人
の
自
立
と
国
民
の
創
出

さ
ら
に
、
子
規
の
近
代
思
想
の
中
核
に
あ
る
も
の
は
、
「
自
由
」
、
「
平
等
」
に
加
え
て
「
自
待
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
立
な
い
し

独
立
と
も
言
え
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
自
由
主
義
・
個
人
主
義
・
民
主
主
義
と
い
う
近
代
の
価
値
を
支
え
る
中
核
で
あ
っ
て
、
と
く
に
こ

の
自
待
は
、
こ
れ
ら
の
中
核
と
し
て
の
人
格
の
自
立
、
つ
ま
り
「
一
身
独
立
」
の
基
礎
で
あ
る
。
ま
ず
、
子
規
と
民
権
運
動
の
関
係
に

つ
い
て
、
子
規
は
土
佐
や
徳
島
の
民
権
運
動
の
影
響
や
、
慶
応
義
塾
で
福
沢
の
門
下
生
だ
っ
た
松
山
中
学
校
の
教
師
の
影
響
を
受
け
た

（
幻
）

と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
子
規
の
民
権
論
と
い
っ
て
も
中
学
生
の
演
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
や
は
り
こ
こ
に
、
福
沢
の
「
一
身
独
立
し
て
、

一
国
独
立
す
」
と
い
う
独
立
自
尊
の
近
代
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
規
に
お
い
て
、
近
代
人
と
し
て
の
主
体
形
成
は
同
時
に
近
代

国
家
と
国
民
の
創
出
へ
と
連
続
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
旧
士
族
の
指
導
者
意
識
と
上
か
ら
の
啓
蒙
教
化
の
精
神
も
あ
っ
た
が
、

こ
の
近
代
国
家
と
国
民
の
形
成
は
、
子
規
を
含
め
た
当
時
の
知
識
人
の
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。
近
代
人
の
一
身
の
独
立
が
近
代
国
民

国
家
の
形
成
・
独
立
と
イ
コ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
た
こ
の
幸
運
な
時
期
、
近
代
国
家
と
い
う
器
に
ふ
さ
わ
し
い
国
民
と
い
う
内
実
を
ど
う

〈
羽
）

創
出
す
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
国
民
の
創
出
と
い
う
課
題
は
、
子
規
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
子
規
は
若
く
て
政
治
家
を
夢
み
、
の
ち
に

一
時
期
哲
学
に
志
し
た
が
、
最
後
は
文
学
を
専
攻
し
世
に
出
て
新
聞
記
者
と
な
っ
た
。
文
学
に
お
い
て
子
規
は
、
最
初
小
説
で
挫
折
し

続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
論
文
は
論
証
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
子
規
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
平

等
意
識
、
つ
ま
り
は
子
規
に
お
け
る
近
代
の
一
側
面
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
近
代
と
国
民
の
創
出
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最
後
に
、
子
規
に
お
け
る
近
代
性
と
し
て
、
子
規
が
持
つ
想
像
力
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
前
近
代
の
円
環
的
な
時

間
意
識
と
は
異
な
り
、
近
代
人
は
直
線
的
で
進
歩
的
な
時
間
意
識
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
近
代
人
の
精
神
に
は
、
自
己
を
ひ
た
す
ら
未
来

（
羽
）

へ
投
企
し
未
来
を
先
取
り
し
て
、
こ
れ
を
現
在
に
組
み
込
ん
で
計
画
す
る
「
企
て
の
精
神
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
子
規
に
は
、
こ
の

よ
う
な
時
代
を
見
直
し
未
来
を
見
通
す
「
企
て
の
精
神
」
と
こ
れ
を
支
え
る
想
像
力
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
子
規
と
同
郷
人
・
大
江
健

（
加
）

｜
二
郎
の
子
規
論
に
、
「
子
規
は
わ
れ
ら
の
同
時
代
人
」
が
あ
る
。
戦
後
近
代
の
良
心
を
一
身
に
担
っ
て
平
和
運
動
や
評
論
活
動
に
携
わ
っ

て
き
た
大
江
に
し
て
、
こ
の
子
規
こ
そ
自
ら
の
「
同
時
代
人
」
と
し
て
、
子
規
が
次
の
社
会
を
イ
メ
ー
ジ
し
作
っ
て
い
く
力
、
想
像
力
、

企
図
の
力
、
す
な
わ
ち
近
代
の
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
共
鳴
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
治
と
い
う
初
期
近
代
に
賭
け
た
子

規
と
、
戦
後
近
代
と
い
う
近
代
に
賭
け
た
大
江
の
、
時
代
的
位
相
を
越
え
た
思
想
の
共
通
性
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
子
規
に
お
け

る
近
代
の
生
産
性
と
し
て
、
そ
の
企
図
の
力
と
想
像
力
が
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
を
目
指
す
、
ひ
と

②
想
像
力
と
近
代

俳
句
な
ど
の
短
詩
型
に
関
心
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
俳
句
・
短
歌
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
一
般
の
近
代
化
の
革
新
を
行
っ
た
が
、
子
規
は

基
本
的
に
、
国
民
に
と
っ
て
の
文
学
や
文
化
、
広
く
は
知
的
言
説
の
酒
養
と
そ
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
近
代
国
家
の
創
出
に
と
っ
て
の
大

き
な
課
題
だ
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
子
規
は
、
言
葉
や
文
学
に
よ
る
感
動
や
思
想
お
よ
び
そ
の
表
現
の
あ
り
よ
う
、
す
な
わ
ち
文
化

が
全
体
と
し
て
国
民
と
国
家
を
つ
く
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
子
規
に
と
っ
て
文
学
と
は
、
か
つ
て
の
戯
作
文
学
や

月
並
俳
譜
の
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た
感
性
の
世
界
で
も
、
後
の
「
文
壇
」
に
象
徴
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
職
業
作
家
た
ち
の
近
代
文
学
の
世

界
で
も
な
い
、
日
常
生
き
て
生
活
レ
ベ
ル
で
も
の
を
読
み
か
つ
考
え
論
じ
表
現
す
る
、
も
っ
と
広
い
国
民
の
知
的
活
動
と
し
て
の
文
学

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
規
に
あ
っ
て
文
学
は
、
文
明
の
進
歩
、
人
心
の
開
化
お
よ
び
そ
れ
ら
に
よ
る
国
民
の
自

立
を
目
指
す
、
ひ
と
つ
の
公
共
圏
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
と
ば

「
初
め
に
一
一
一
一
口
が
あ
っ
た
」
と
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
世
界
を
つ
く
る
の
は
、
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
人
を
感
動
さ
せ
、
感

動
を
表
現
し
、
そ
れ
が
ま
た
人
を
感
動
さ
せ
、
人
と
人
と
を
繋
ぎ
、
そ
し
て
場
や
地
域
を
つ
く
り
社
会
を
つ
く
り
、
世
界
を
つ
く
る
。

子
規
は
こ
の
こ
と
ば
と
感
動
の
原
点
に
い
て
、
こ
の
こ
と
ば
に
社
会
を
つ
く
る
意
味
と
役
割
を
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
子
規
は
、
俳

句
創
作
と
い
う
文
学
的
営
為
に
表
れ
た
感
動
・
時
代
精
神
・
思
想
が
持
つ
社
会
的
文
化
的
意
味
を
知
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
文
学
が

個
人
的
な
自
己
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
社
会
が
進
歩
し
て
い
く
一
つ
の
原
動
力
で
あ
っ
て
、
こ
の
内

面
か
ら
社
会
や
国
家
が
形
成
ざ
れ
変
革
さ
れ
て
い
く
、
つ
ま
り
究
極
で
は
、
生
き
て
感
動
し
こ
れ
を
表
現
す
る
、
自
分
の
内
面
か
ら
湧

き
出
る
よ
う
な
「
生
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
社
会
は
進
歩
す
る
こ
と
を
子
規
は
信
じ
て
い
た
。

先
に
ル
ネ
サ
ン
ス
精
神
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
子
規
ほ
ど
、
知
り
分
か
り
表
現
し
た
い
欲
求
や
、
書
く
こ
と
は
生
き
る
こ
と
だ
と
い

う
実
存
的
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
量
に
持
っ
た
人
物
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
表
現
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
遂
に
は
、
子
規
自
ら
を
発
信
体
、
表

（
抑
）

現
媒
体
に
Ｉ
し
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
子
規
は
、
自
分
か
ら
発
し
て
近
代
の
こ
と
ば
の
力
で
社
会
を
大
き
く
変
革
し
世

（
犯
）

界
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
子
規
が
提
起
し
た
こ
と
ば
の
生
き
た
力
を
生
か
す
初
発
の
近
代
の
試
み
の
力
は
今
ｊ
ｂ
生
き
て
い
る
。

こ
の
子
規
が
生
み
出
し
た
俳
句
革
新
の
火
を
虚
子
が
受
け
止
め
、
虚
子
は
こ
れ
を
大
き
く
国
民
の
文
学
に
し
た
。
わ
が
国
で
俳
句
を
市

民
の
文
学
と
し
て
大
き
く
組
織
化
し
た
の
は
虚
子
だ
が
、
そ
の
源
流
の
、
こ
と
ば
の
近
代
化
へ
の
革
新
者
は
子
規
で
あ
っ
た
。
こ
の
革

新
を
通
し
て
、
さ
ら
に
短
詩
型
に
限
ら
ず
、
大
き
く
社
会
や
世
界
を
つ
く
り
だ
す
も
の
、
つ
ま
り
、
未
来
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
ば
の
力

お
わ
り
に
ｌ
こ
と
ば
の
力
と
世
界
の
創
出
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以
上
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
今
日
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
期
に
お
け
る
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
の
脱
近
代
的
世
界
観
の
再
評
価
と
そ
の
現

代
的
意
義
、
他
方
で
そ
れ
が
持
つ
近
代
的
「
主
体
性
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
「
近
代
後
の
近
代
」
に
お
け
る
世
界
の
再

モ
ダ
ニ
テ
ィ

構
築
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
今
日
こ
そ
、
子
規
が
自
ら
の
実
存
的
生
を
も
っ
て
表
現
し
た
近
代
性
、
と
く
に
こ
と
ば
の
力
が
持

つ
主
体
性
と
創
造
性
に
つ
い
て
評
価
す
べ
き
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
私
た
ち
は
、
虚
子
か
ら
は
今
日
の
時
代
転
換
の
中
で
の
あ

る
べ
き
脱
近
代
の
新
し
い
価
値
観
世
界
観
の
あ
り
方
を
、
子
規
か
ら
は
世
界
を
構
築
す
る
た
め
の
近
代
性
、
と
く
に
「
こ
と
ば
の
力
」

に
よ
っ
て
未
来
を
企
図
し
世
界
を
創
造
す
る
力
を
学
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
子
規
は
信
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
近
代
後
の
近
代
」
の
い
わ
ば
近
代
の
再
構
築
と
も
言
う
べ
き
今
日
の
大
き
な

課
題
で
あ
る
地
域
形
成
や
そ
の
政
策
に
も
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
子
規
に
は
「
近
代
国
家
」
と
し
て
の
明
治
国
家
の
枠

組
み
が
あ
り
、
そ
の
点
で
の
視
野
の
限
定
も
あ
っ
た
が
、
国
家
レ
ベ
ル
で
近
代
国
民
の
創
出
へ
向
け
て
子
規
が
生
き
生
き
と
し
た
こ
と

ば
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
信
じ
た
よ
う
に
、
今
日
の
地
域
レ
ベ
ル
の
地
域
形
成
に
と
っ
て
生
き
た
こ
と
ば
の
力
が
い
か
に
大

事
か
を
考
え
る
時
期
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
ば
の
力
の
本
質
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
人
と
人
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
に

あ
る
が
、
子
規
に
お
け
る
「
近
代
」
と
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
感
動
と
そ
の
表
現
を
通
し
て
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
ば
の
力
へ
の

信
頼
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
注
）

（
１
）
正
岡
子
規
（
一
八
六
七
～
一
九
○
二
）
松
山
生
ま
れ
の
明
治
期
の
文
学
者
・
俳
人
・
歌
人
。
文
科
大
学
国
文
科
中
退
後
、
新
聞
「
日
本
」

記
者
。
日
清
戦
争
従
軍
後
、
病
臥
。
生
涯
を
か
け
て
、
俳
句
、
短
歌
な
ど
文
学
の
革
新
に
つ
と
め
た
。
現
代
俳
句
大
辞
典
（
三
省
堂
、
二
○
○

八
年
）
五
一
六
～
五
一
九
頁
、
参
照
。
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虚子・子規・近代

（
６
）
水
原
秋
桜
子
（
一
八
九
二
～
一
九
八
二
東
京
生
ま
れ
の
俳
人
。
東
大
俳
句
会
で
虚
子
に
師
事
。
俳
誌
「
馬
酔
木
」
主
宰
。
昭
和
六
年
、

「
自
然
の
真
と
文
芸
上
の
真
」
を
書
い
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
離
脱
、
昭
和
初
期
の
新
興
俳
句
運
動
の
端
緒
を
開
い
た
。
現
代
俳
句
大
辞
典
、
五
三
四

～
五
三
五
頁
、
お
よ
び
岩
岡
中
正
、
前
掲
（
「
花
鳥
調
詠
論
と
現
代
」
）
七
～
八
頁
、
参
照
。

（
７
）
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
日
本
文
化
の
一
典
型
と
し
て
そ
の
芸
術
的
価
値
を
評
価
す
る
大
輪
靖
宏
「
花
鳥

調
詠
の
論
』
（
南
窓
社
、
一
九
九
六
年
）
ほ
か
を
参
照
。

（
８
）
「
存
問
」
に
つ
い
て
虚
子
は
『
虚
子
俳
話
」
で
、
俳
句
に
お
け
る
日
常
の
挨
拶
で
あ
る
と
し
た
。
生
命
や
超
越
的
存
在
へ
の
理
解
や
共
感
、
つ

ま
り
は
他
者
と
の
関
係
性
を
現
す
語
で
あ
る
。
現
代
俳
句
大
辞
典
、
三
一
六
頁
、
参
照
。

（
９
）
対
談
・
川
崎
展
宏
・
復
本
一
郎
「
子
規
再
発
見
」
「
俳
句
」
（
角
川
書
店
）
平
成
一
三
年
九
月
号
、
八
十
八
頁
、
復
本
発
言
、
参
照
。

（
皿
）
花
鳥
調
詠
論
の
現
代
的
課
題
、
た
と
え
ば
主
体
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
子
規
か
ら
虚
子
へ
ｌ
『
近
代
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
道

（
５
）
頤

躍
、

召
８

Ⅱ
小

（
２
）
高
濱
虚
子
二
八
七
四
～
一
九
五
九
）
松
山
生
ま
れ
の
俳
人
。
日
本
近
代
俳
壇
最
大
の
作
家
で
指
導
者
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
主
宰
。
花
鳥
調

詠
論
を
提
唱
。
文
化
勲
章
受
賞
。
現
代
俳
句
大
辞
典
、
三
二
七
～
’
一
一
三
○
頁
、
参
照
。

（
３
）
岩
岡
中
正
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
ｌ
近
代
批
判
と
共
同
性
の
回
復
」
（
木
鐸
社
、
二
○
○
七
年
）
．

（
４
）
花
鳥
調
詠
論
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
岩
岡
中
正
「
花
鳥
調
詠
論
と
現
代
」
「
道
標
」
三
号
（
人
間
学
研
究
会
、

二
○
○
二
年
）
一
一
一
一
～
一
五
頁
、
お
よ
び
岩
岡
中
正
『
転
換
期
の
俳
句
と
思
想
」
（
朝
日
新
聞
社
、
二
○
○
二
年
）
第
Ｉ
章
「
花
鳥
楓
詠
と
現
代

ｌ
世
界
観
と
し
て
の
花
鳥
調
詠
」
’
○
’
四
七
頁
、
ほ
か
を
参
照
．

（
５
）
野
見
山
朱
鳥
二
九
一
七
～
一
九
七
○
）
福
岡
県
直
方
市
生
ま
れ
の
俳
人
。
俳
誌
「
菜
殻
火
」
主
宰
。
虚
子
に
師
事
。
戦
後
の
俳
壇
で
活

躍
、
「
生
命
調
詠
」
を
提
唱
し
た
。
『
野
見
山
朱
鳥
全
集
』
（
菜
殻
火
社
、
一
九
九
○
年
）
お
よ
び
現
代
俳
句
大
辞
典
、
四
一
九
～
四
二
○
頁
を
参
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論 説

て
い
る
。

（
、
）
丸
山
］

（
皿
）
岩
岡
｛

（
田
）
正
岡
マ

（
Ⅲ
）
正
岡
マ

（
炬
）
西
川
静

（
旧
）
正
岡
マ

（
Ⅳ
）
子
規
ェ

い
る
。
、

（
旧
）
正
岡
マ

（
旧
）
中
村
善

（
卯
）
正
岡
了

（
Ⅲ
）
た
と
皇

（
皿
）
正
岡
了

（
別
）
正
岡
了

標
」
一
五
号
、
人
間
学
研
究
会
、
二
○
○
六
年
）
五
八
～
六
○
頁
、
お
よ
び
岩
岡
中
正
、
前
掲
（
「
花
鳥
調
詠
論
と
現
代
」
）
一
一
～
一
三
頁
、

参
照
。
ま
た
、
坪
内
稔
典
は
「
子
規
句
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
の
解
説
（
三
四
一
一
一
頁
）
で
、
子
規
の
写
生
論
は
虚
子
の
客
観
写
生
に

引
き
継
が
れ
て
、
確
か
に
写
生
は
徹
底
し
日
本
的
完
成
を
み
た
が
、
他
方
こ
こ
で
個
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
抜
け
落
ち
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

丸
山
眞
男
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
」
」
（
丸
山
眞
男
『
忠
誠
と
反
逆
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
一
年
）
二
九
一
一
一
～
三
五
一
頁
、
参
照
。

岩
岡
中
正
、
前
掲
書
（
『
転
換
期
の
俳
句
と
思
想
』
）
八
六
頁
参
照
。

正
岡
子
規
「
叙
事
文
」
『
子
規
全
集
』
十
四
巻
、
（
昭
和
五
十
一
年
、
講
談
社
）
二
四
七
頁
。

正
岡
子
規
「
俳
譜
反
古
篭
」
『
子
規
全
集
』
四
巻
、
（
昭
和
五
十
年
、
講
談
社
）
五
七
七
頁
。

西
川
盛
雄
「
英
語
教
師
ハ
ー
ン
の
ス
タ
ン
ス
」
（
西
川
盛
雄
編
ズ
ー
ン
曼
茶
羅
』
北
星
堂
、
二
○
○
八
年
）
一
四
九
～
一
五
○
頁
。

正
岡
子
規
、
前
掲
（
「
叙
事
文
」
）
二
四
八
頁
。

子
規
を
含
む
日
本
文
学
が
西
洋
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
し
て
、
川
本
皓
嗣
は
、
①
個
人
主
義
や
②
率
直
さ
と
、
こ
の
③
リ
ア
リ
ズ
ム
を
あ
げ
て

る
。
川
本
皓
嗣
「
子
規
の
『
写
生
」
」
「
俳
句
」
平
成
一
三
年
九
月
号
、
二
八
頁
。

正
岡
子
規
『
病
躰
六
尺
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
六
九
～
七
○
頁
。

中
村
草
田
男
編
『
正
岡
子
規
俳
句
の
出
発
』
（
み
す
ず
書
房
、
一
一
○
○
二
年
）
の
解
説
（
中
村
草
田
男
）
二
八
二
頁
。

正
岡
子
規
、
前
掲
書
ｓ
病
林
六
尺
」
）
七
七
頁
。

た
と
え
ば
、
塩
野
七
生
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
』
（
新
潮
社
、
平
成
二
○
年
）
一
五
頁
、
参
照
。

正
岡
子
規
、
前
掲
書
（
『
病
躰
六
尺
』
）
二
三
頁
。

正
岡
子
規
『
仰
臥
漫
録
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
）
一
一
三
頁
。
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虚子・子規・近代

（
＊
）
な
お
本
論
文
は
、
「
第
四
十
一
一
一
回
子
規
顕
彰
全
国
俳
句
大
会
」
（
平
成
一
一
十
年
九
月
一
一
十
三
日
、
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
・
松
山
市
）
に

お
け
る
記
念
講
演
・
岩
岡
中
正
「
虚
子
・
子
規
・
近
代
」
を
も
と
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
講
演
の
テ
ー
プ
を
文
字
に
起
こ
し
て
い
た

だ
い
た
博
物
館
の
ス
タ
ッ
フ
に
感
謝
す
る
。

（
Ⅲ
）
秋
尾
敏
、
前
掲
書
、
二
一

（
犯
）
同
書
、
六
九
～
七
○
頁
。

／￣ヘ／￣へ

３０２９

五一一

四大今
頁江村
０催'二１－

（
別
）
正
岡
子
規
、
前
掲
書
（
『
病
林
六
尺
』
）
四
三
頁
。

（
妬
）
正
岡
子
規
、
前
掲
書
急
仰
臥
漫
録
』
）
一
○
四
～
一
○
七
頁
。

（
妬
）
坪
内
稔
典
「
無
名
の
生
」
（
日
本
文
学
研
究
叢
書
『
近
代
俳
句
』
有
精
堂
、
昭
和
五
九
年
）
二
○
～
一
一
一
三
頁
。

（
Ⅳ
）
長
谷
川
孝
士
「
表
現
に
生
き
る
正
岡
子
規
』
（
新
曜
社
、
二
○
○
七
年
）
一
五
頁
、
参
照
。

（
邪
）
子
規
に
お
け
る
「
公
」
意
識
に
つ
い
て
は
、
前
掲
対
談
・
川
崎
展
宏
・
復
本
一
郎
（
「
子
規
再
発
見
」
）
一
○
○
頁
の
川
崎
発
言
を
参
照
。
そ

の
他
、
子
規
に
お
け
る
文
学
と
国
民
意
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
秋
尾
敏
は
、
子
規
が
文
学
が
社
会
を
教
育
し
変
革
し
て
未
来
を
担

う
力
を
持
つ
べ
き
だ
と
す
る
視
点
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。
（
秋
尾
敏
『
子
規
の
近
代
」
新
曜
社
、
一
九
九
九
年
、
六
九
～
七
○
頁
）
。
そ
の
他
、

坪
内
稔
典
『
柿
喰
ふ
子
規
の
俳
句
作
法
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
五
年
）
五
七
～
五
八
頁
、
な
ど
を
参
照
。

弱
）
今
村
仁
司
『
近
代
性
の
構
造
」
（
講
談
社
、
一
九
九
四
年
）
七
○
～
一
○
一
頁
、
ほ
か
を
参
照
。

（
釦
一
大
江
健
三
郎
「
子
規
は
わ
れ
ら
の
同
時
代
人
Ｉ
変
革
期
の
生
活
者
表
現
者
」
（
前
掲
書
目
本
文
学
研
究
叢
書
「
近
代
俳
句
」
一
三
五
「

二
一
一
一
九
頁
。
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