
（
１
）

私
は
こ
れ
ま
で
、
近
代
思
想
史
の
視
点
か
ら
高
浜
虚
子
（
一
八
七
四
’
，
一
九
五
九
）
を
現
代
の
脱
近
代
的
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け

（
２
）
（
３
）

て
高
く
評
価
し
て
き
た
。
私
が
、
「
転
換
期
の
俳
句
と
思
想
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
一
○
○
一
一
年
）
か
ら
『
虚
子
と
現
代
」
（
角
川
書
店
、

（
４
）

一
一
○
一
○
年
）
へ
一
貫
し
て
論
じ
て
き
た
こ
と
は
、
今
日
の
時
代
転
換
期
に
お
い
て
、
虚
子
が
提
唱
し
た
花
鳥
調
詠
論
が
も
つ
現
代
的

は
じ
め
に

論
説

虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」

（
１
）
虚
子
の
脱
近
代
的
世
界
観

岩
岡
中
正
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説

こ
の
課
題
に
つ
い
て
私
は
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
の
問
題
を
通
し
て
考
え
た
い
。
虚
子
に
と
っ
て
自
由
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

虚
子
は
ど
の
よ
う
に
「
自
由
」
で
あ
っ
た
か
。
虚
子
の
思
想
を
た
ん
な
る
反
近
代
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
近
代
と
反
近
代
と
を
止

揚
し
た
、
よ
り
商
次
の
「
脱
近
代
」
、
な
い
し
は
西
洋
近
代
の
そ
れ
で
は
な
い
「
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
」
と
と
ら
え
る
と
き
、
そ
こ
に

お
け
る
虚
子
の
「
自
由
」
は
、
新
し
い
自
由
概
念
と
し
て
大
き
な
示
唆
を
含
む
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

と
い
っ
て
も
、
「
自
由
」
は
実
に
多
義
的
で
論
じ
に
く
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、
「
自
由
」
と
は
何
か
と
い
う
語
義
的
接
近

や
概
念
分
析
で
は
な
い
。
む
し
ろ
虚
子
に
と
っ
て
「
自
由
な
生
き
方
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
つ

意
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
人
間
対
自
然
」
と
い
う
近
代
の
構
造
で
は
な
く
、
「
人
間
を
含
む
自
然
」
と
い
う
脱
近
代
的
構
造
を
も
つ
創
率

作
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
以
降
の
近
代
化
を
中
核
と
す
る
近
代
文
学
や
近
代
思
想
に
対
し
て
、
日
本
、号

の
文
芸
的
伝
統
を
踏
ま
え
た
、
近
代
的
自
我
を
超
え
る
脱
近
代
の
思
想
で
あ
っ
た
。
２２ｌ

た
だ
、
自
然
（
造
化
）
と
の
同
一
化
を
図
る
創
作
理
論
で
あ
り
世
界
観
で
あ
る
こ
の
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
で
は
、
そ
の
主
体
性
が
問
群

題
と
な
る
。
つ
ま
り
脱
近
代
的
思
想
は
世
界
観
と
し
て
は
今
日
タ
イ
ム
リ
ー
で
あ
り
示
唆
深
い
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
を
担
う
人
間
の
癖

主
体
性
は
ど
う
担
保
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
の
こ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
写
生
の
大
い
な
る
造
化
と
四
時
（
時
間
）
と
の
同
一
化
を
通

し
て
創
作
す
る
と
い
う
花
胤
楓
詠
論
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
惑
溺
」
の
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
と
も
す
れ
ば
惑
溺
に
陥
り
が
ち
な
こ

（
５
）

の
脱
近
代
世
界
観
に
対
し
て
私
は
、
い
わ
ば
「
近
代
後
の
近
代
」
と
し
て
、
例
え
ば
子
規
に
お
け
る
よ
う
な
創
造
的
主
体
を
回
復
し
て

（
６
）

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
い
ま
、
近
代
的
自
我
を
超
え
る
脱
近
代
的
世
界
観
に
お
け
る
「
新
し
い
近

代
」
の
創
出
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
論
の
位
相

論



い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
い
え
ば
、
例
え
ば
権
利
と
一
体
化
し
た
各
種
の
市
民
的
自
由
の
よ
う
な
、
実
体
と

し
て
の
自
由
、
あ
る
い
は
Ｉ
・
バ
ー
リ
ン
の
よ
う
な
消
極
的
自
由
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
分
類
な
ど
、
自
由
は
市
民
社
会
に
お
け
る
政

治
的
社
会
的
文
脈
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
、
つ
ね
に
国
家
や
多
数
者
な
ど
の
、
あ
る
実
体
へ
の
対
抗
概
念
と
し
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
は
、
も
っ
と
広
義
の
人
間
の
生
き
方
と
し
て
の
自
由
と
い
う
意
味
あ
い
で
の
自
由
な
生
き
方
に

つ
い
て
虚
子
の
「
自
由
」
を
論
じ
た
い
。

考
え
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
は
「
自
由
」
を
考
え
る
と
き
、
あ
ま
り
に
も
西
洋
近
代
の
自
由
主
義
の
（
狭
い
）
文
脈
で
の
み
論
じ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
西
洋
近
代
の
自
由
の
概
念
や
議
論
は
た
し
か
に
市
民
社
会
の
権
利
志
向
的
な
議
論
の
シ
ー
ル
と
し
て
は

便
利
で
十
分
有
効
で
は
あ
る
が
、
よ
り
広
い
文
脈
で
私
た
ち
の
実
感
や
生
活
さ
ら
に
は
私
た
ち
を
と
り
ま
く
環
境
、
つ
ま
り
私
た
ち
の

生
と
の
関
係
に
お
い
て
、
と
て
も
こ
れ
を
十
分
に
網
羅
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
は
、
視
野
と
適
用
の
射
程
が
目
的
的
で
あ
り

狭
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
生
き
方
や
生
活
に
お
け
る
「
自
由
」
の
実
感
と
は
や
や
異
質
の
概
念
論
と
そ
の
社
会
化
で
は
な

い
の
か
。
こ
の
よ
う
に
目
的
的
に
洗
練
さ
れ
た
こ
の
西
洋
的
自
由
論
に
対
し
て
、
よ
り
生
活
や
自
然
と
の
関
係
に
お
け
る
自
由
を
東
洋

的
自
由
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
前
者
を
近
代
的
で
権
利
志
向
的
な
自
由
、
後
者
を
実
体
な
い
し
実
感
と
し
て
の

生
の
自
由
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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説

た
だ
し
、
こ
の
虚
子
に
お
け
る
自
由
は
、
「
反
俗
性
」
（
松
井
利
彦
）
と
い
う
点
で
同
じ
文
学
へ
の
あ
こ
が
れ
で
は
あ
っ
て
も
、
子
規

が
文
学
の
中
に
求
め
た
自
由
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
子
規
が
「
天
下
有
用
の
学
は
僕
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
」
と
い

い
つ
つ
も
新
聞
「
日
本
」
に
拠
っ
て
短
歌
や
俳
句
の
近
代
化
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
文
学
・
文
芸
ひ
い
て
は
社
会
の
革
新
を
進
め
た

そ
こ
で
虚
子
に
お
け
る
自
由
だ
が
、
松
井
利
彦
は
「
定
本
高
演
虚
子
全
集
』
第
十
一
巻
の
「
解
説
」
で
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由

へ
の
憧
悌
」
や
「
客
観
写
生
と
東
洋
的
人
生
観
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
松
井
は
、
自
己
の
主
観
を
中
心
に
描
く
の
で
は
な

く
大
自
然
の
写
生
と
同
一
化
を
通
し
て
安
ら
ぎ
を
見
出
す
虚
子
の
「
客
観
写
生
」
こ
そ
が
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
と
「
俳
譜
趣
味
」

の
具
現
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
松
井
は
、
虚
子
が
そ
の
自
伝
小
説
『
俳
譜
師
」
の
中
で
、
上
京
し
た
虚
子
が
文
学
の
世
界
に
自
由
の

天
地
（
「
別
天
地
」
）
に
目
の
さ
め
る
思
い
が
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
、
「
文
学
の
中
に
、
世
俗
政
治
、
そ
の
他
の
現
実
的
な

生
き
方
を
は
な
れ
た
「
自
由
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
慌
慌
を
も
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
」
て
い
る
。
さ
ら
に
松
井
は
、
虚
子
が

高
等
中
学
校
及
び
そ
の
先
に
予
定
さ
れ
た
束
縛
の
多
い
競
争
社
会
を
断
っ
て
上
京
後
、
い
く
つ
か
の
生
活
体
験
を
経
て
政
治
家
で
は
な

く
、
文
学
者
と
り
わ
け
俳
人
と
し
て
自
立
を
し
て
い
く
と
き
、
こ
の
「
俳
句
の
中
に
求
め
た
も
の
の
一
つ
が
自
由
で
あ
っ
た
」
と
結
論

（
７
）

Ｉ
し
て
い
る
。 １

・
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」

（
１
）
反
俗
と
自
由

(熊本法学122号'11）２０６
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つ
ま
り
こ
の
点
で
さ
ら
に
く
わ
し
く
述
べ
る
と
、
子
規
の
自
由
は
、
明
治
初
期
近
代
化
に
お
け
る
一
方
で
の
自
由
民
権
運
動
や
啓
蒙

思
想
に
お
け
る
「
権
利
・
自
由
」
の
文
脈
で
、
他
方
で
、
近
代
国
民
国
家
形
成
に
お
け
る
「
一
身
独
立
」
し
た
国
民
の
形
成
の
文
脈
で

（
９
）

語
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
中
学
生
の
こ
ろ
子
規
は
、
民
権
運
動
と
の
直
接
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
一
種
の
西
洋
市
民
社

会
的
自
由
の
概
念
は
一
つ
の
時
代
感
覚
と
し
て
子
規
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
虚
子
の
自
由
は
、
以
下
述
べ
る
よ
う
に
近
代

化
や
権
利
・
自
由
と
は
無
縁
の
、
こ
れ
を
超
え
た
大
胆
な
生
と
し
て
の
自
由
で
あ
っ
た
。
明
治
の
年
号
と
年
齢
を
一
に
す
る
子
規
が
明

治
と
い
う
時
代
形
成
期
に
自
己
形
成
を
し
た
の
に
対
し
て
、
帝
国
憲
法
発
布
と
い
う
明
治
国
家
体
制
の
確
立
・
安
定
期
に
青
年
期
を
送
っ

（
脚
）

た
虚
子
と
で
は
、
山
本
健
吉
が
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
わ
ず
か
七
歳
の
年
齢
差
に
よ
る
世
代
の
ち
が
い
は
大
き
い
。

で
は
、
こ
う
し
た
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
な
い
し
自
由
な
生
き
方
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
以
下
、
考
え
て
い
き
た
い
。

の
と
は
異
な
り
、
虚
子
は
社
会
的
出
世
に
背
を
向
け
、
自
分
の
文
学
を
文
字
通
り
「
天
下
無
用
の
閑
事
業
」
と
し
て
、
学
業
を
放
棄
し

「
自
ら
荊
練
の
道
を
選
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
文
芸
を
国
民
的
近
代
国
家
形
成
と
近
代
化
の
手
段
と
し
て
、
国
家
と
国
民
の
自

由
と
自
立
を
追
求
し
た
啓
蒙
家
・
子
規
と
、
自
ら
進
ん
で
文
学
そ
の
も
の
に
身
を
投
じ
そ
の
中
に
自
由
の
境
地
を
求
め
た
虚
子
の
大
き

こ
ぞ
こ
と
し

虚
子
に
お
け
る
自
由
、
に
つ
い
て
、
ま
ず
大
岡
信
は
、
『
虚
子
五
句
集
」
の
「
解
説
」
で
、
自
分
自
身
、
大
学
生
時
代
「
去
年
今
年
貫

く
棒
の
如
き
も
の
」
の
一
句
に
出
会
い
、
し
た
た
か
に
打
た
れ
た
経
験
が
あ
っ
て
、
虚
子
の
…
…
こ
の
高
浜
虚
子
と
い
う
俳
人
は
「
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
現
代
詩
や
現
代
短
歌
の
作
者
た
ち
を
も
超
え
て
、
恐
る
べ
き
腕
力
を
ふ
る
う
大
詩
人
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
ひ
そ
か
に
畏
敬

（
Ⅱ
）

し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
さ
ら
に
こ
の
虚
子
の
俳
句
世
界
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
８
）

な
違
い
が
あ
る
。

（
２
）
「
動
じ
な
い
」
生
き
方
と
し
て
の
自
由
１
大
岡
信
の
虚
子
論

207（熊本法学122り'１１）
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説

「
お
ど
ろ
く
に
足
る
こ
と
は
、
虚
子
が
こ
の
よ
う
な
信
条
を
吐
露
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
実
作
に
お
い
て
生
涯
こ
の
信
条
を
貫
き
、

ま
っ
た
く
動
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
作
の
好
例
が
、
青
二
才
の
現
代
詩
青
年
の
心
を
さ
え
、
た
だ
一
句
に

（
服
｝

よ
っ
て
畏
怖
せ
し
め
た
あ
の
作
で
あ
る
。
」

も
と

「
今
の
俳
壇
に
欠
ぐ
る
所
は
て
か
ノ
く
、
、
な
ま
ノ
く
、
の
類
が
多
く
て
底
光
り
の
少
な
い
事
で
あ
る
。
碧
梧
桐
の
如
き
は
固
よ
り
よ
く

此
の
間
の
消
息
を
解
し
て
ゐ
る
が
往
々
に
し
て
又
失
敗
の
作
が
無
い
と
も
い
へ
ぬ
。
ま
し
て
其
風
を
模
し
流
を
追
ふ
者
の
う
ち
な
ど
に

も
ち
き

（
い
）

は
て
か
ｊ
／
、
、
、
な
ま
ノ
く
、
持
切
り
と
い
う
や
う
な
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
猛
省
す
べ
き
事
で
あ
ら
う
と
思
ふ
・
」

「
尚
碧
梧
桐
の
句
に
も
乏
し
い
や
う
に
恩
は
れ
て
渇
望
に
堪
へ
な
い
句
は
、
単
純
な
る
事
棒
の
如
き
句
、
重
々
し
事
石
の
如
き
句
、

（
Ｍ
）

無
味
な
る
事
水
の
如
き
句
、
ボ
ー
ッ
と
し
た
句
、
ヌ
ー
ッ
と
し
た
句
、
ふ
ぬ
け
た
句
、
ま
い
け
た
句
等
。
」

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
虚
子
の
俳
句
世
界
は
、
そ
の
中
を
道
遥
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
柄
の
大
き
さ
、
懐
ろ
の
深
さ
、
感
情
の
荘
洋
た
る

広
が
り
と
繊
細
き
わ
ま
る
微
小
な
も
の
へ
の
注
視
、
共
存
す
る
微
笑
と
喚
笑
、
滑
稽
と
挨
拶
そ
の
他
、
だ
ん
だ
ら
模
様
に
覆
わ
れ
た
広

（
皿
）

大
な
言
語
世
界
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
実
際
不
思
議
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
世
界
で
あ
る
ｏ
」

さ
ら
に
大
岡
は
、
虚
子
論
で
は
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
て
き
た
箇
所
だ
が
、
以
下
の
若
き
虚
子
の
大
胆
な
発
言
を
引
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
引
用
し
つ
つ
大
岡
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。

(熊本法学122号'11）２０８
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（
岨
〉

つ
ま
り
は
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
「
実
際
不
思
議
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
」
広
大
な
言
語
世
界
で
あ
り
、
こ
の

信
条
で
貫
か
れ
た
動
じ
な
い
生
き
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
虚
子
の
冷
静
、
平
静
、
平
然
と
い
う
生
き
方
こ
そ
虚
子
の
自
由
の
根
本
に
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
「
平
然
」

に
つ
い
て
富
士
は
、
紀
行
文
、
「
虚
子
自
伝
」
、
「
子
規
居
士
と
余
」
、
「
俳
譜
師
」
、
「
柿
二
つ
」
、
「
厭
な
顔
」
、
「
国
子
の
手
紙
」
な
ど
虚

子
の
作
品
を
た
ど
っ
て
分
析
し
た
の
ち
、
末
尾
の
「
虚
子
」
で
、
た
と
え
ば
、
子
規
が
そ
の
俳
句
革
新
の
事
業
を
虚
子
に
託
し
た
際
の

虚
子
の
拒
絶
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
か
な
わ
ぬ
大
人
に
外
な
ら
ぬ
と
、

（
側
）

よ
う
な
気
分
に
さ
れ
た
」
と
い
う
。

文
学
者
・
富
士
正
晴
の
卓
抜
の
虚
子
論
「
高
浜
虚
子
」
は
、
虚
子
の
弟
子
で
あ
っ
た
父
・
惣
郎
と
虚
子
の
関
係
を
め
ぐ
る
挿
話
か
ら

（
Ⅳ
）

は
じ
ま
る
が
、
富
士
が
虚
子
に
抱
い
た
最
初
の
感
情
は
、
「
虚
子
の
あ
の
冷
静
さ
は
何
か
と
い
う
漠
然
と
し
た
疑
問
と
興
味
」
で
あ
つ

（
川
）

た
。
ま
た
、
桑
原
武
夫
の
俳
句
は
二
級
の
芸
術
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
い
わ
ゆ
る
俳
句
「
第
一
一
芸
術
論
」
に
対
す
る
虚
子
の
意
外
な
反
応
、

つ
ま
り
、
「
自
分
は
俳
句
を
別
に
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
第
二
芸
術
と
、
芸
術
に
入
れ
て
も
ら
え

た
の
は
有
難
い
こ
と
だ
と
、
よ
ろ
こ
ん
だ
」
と
い
う
反
応
に
、
富
士
は
、
「
無
邪
気
に
よ
ろ
こ
ん
だ
と
は
、
私
は
思
え
な
か
っ
た
。
よ

ろ
こ
ぶ
の
が
む
し
ろ
不
気
味
な
こ
と
に
思
え
た
。
…
…
一
種
の
平
静
な
か
ら
か
い
が
微
苦
笑
が
感
じ
ら
れ
て
、
虚
子
と
い
う
奴
は
と
て

も
か
な
わ
ぬ
大
人
に
外
な
ら
ぬ
と
、
う
ん
ざ
り
も
さ
さ
れ
、
一
種
の
感
嘆
（
但
し
一
向
に
感
激
と
は
な
ら
ぬ
）
と
嫌
悪
と
の
ま
じ
っ
た

（
３
）
「
平
然
」
の
形
成
ｌ
富
士
正
晴
の
虚
子
論
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続
け
て
富
士
は
、
こ
の
虚
子
の
平
然
が
ど
こ
か
ら
出
て
来
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、
虚
子
が
子
供
の
頃
ひ
ど
く
神

経
質
で
弱
虫
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
体
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
、
中
学
を
出
る
ま
で
は
秀
才
だ
っ
た
が
、
第
三
高
等
中
学
へ
い
っ
て
ド

イ
ツ
語
で
挫
折
し
、
学
校
ぎ
ら
い
の
文
芸
好
き
に
な
っ
た
こ
と
、
学
校
を
中
退
し
て
上
京
し
て
兄
を
助
け
て
下
宿
屋
を
は
じ
め
て
も
平

然
と
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
富
士
は
、
虚
子
が
子
規
を
は
じ
め
人
の
病
と
人
の
死
と
に
実
に
辛
抱
強
く
付
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
虚
子
論
に
は
な
い
卓
抜
し
た
視
点
で
あ
る
。
虚
子
は
、
人
の
病
と
死
と
の
関
わ
り
を
通
し

て
平
然
と
い
う
生
き
方
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
彼
の
文
章
に
つ
き
合
っ
て
い
る
と
、
こ
の
ビ
リ
ッ
と
も
し
な
い
平
然
た
る
筆
つ
き
は
何
で
あ
ろ
う
と
い
う
気
が
段
々
色
濃
く
な
る

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
子
規
の
進
取
的
弾
み
の
強
さ
と
は
又
ち
が
う
も
っ
と
図
太
い
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
の
図
太
さ
は
消
極
性
、

に
え
切
ら
な
さ
、
怠
惰
と
い
う
風
に
子
規
に
は
見
え
て
、
子
規
を
し
ば
し
ば
失
望
さ
せ
、
絶
望
さ
せ
さ
え
も
し
た
が
、
そ
の
癖
、
虚
子

を
高
く
買
う
こ
と
を
一
生
止
め
さ
せ
な
か
っ
た
体
の
図
太
さ
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
子
規
の
純
粋
単
純
な
精
神
が
虚
子
の
輪
廓
を

は
っ
き
り
つ
か
み
難
い
図
太
さ
の
前
に
大
い
に
傷
つ
い
た
と
い
う
こ
と
さ
え
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
虚
子
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
、

子
規
が
何
と
い
う
気
の
つ
か
ぬ
男
と
思
っ
て
い
た
ら
し
い
の
と
は
逆
に
、
よ
く
見
ぬ
い
て
い
た
の
だ
っ
た
と
い
う
気
が
す
る
。
気
は
つ

い
て
い
た
が
、
自
分
を
曲
げ
て
子
規
に
従
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
虚
子
に
は
判
っ
て
い
た
。
あ
し
は
、
し
か
し
、
の
ぼ

一
刻
）

さ
ん
の
た
め
と
い
え
ど
も
、
あ
し
の
節
を
曲
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
虚
子
は
自
覚
し
て
い
た
と
思
う
。
」

「
虚
子
全
集
を
読
ん
で
い
て
お
ど
ろ
い
た
の
は
、
彼
が
人
の
病
と
人
の
死
と
に
、
実
に
綿
密
に
辛
抱
強
く
（
こ
れ
は
外
か
ら
と
い
う
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虚
子
に
つ
い
て
、
そ
の
反
俗
性
や
動
じ
な
い
「
平
然
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
岸
本
尚
毅
は
虚
子
を
「
虚
無
を
飼
い
な
ら
し
た

男
」
と
よ
ん
で
い
る
。
岸
本
は
、
「
大
寒
の
挨
の
如
く
人
死
ぬ
る
」
ほ
か
の
句
を
あ
げ
つ
つ
、
虚
子
の
虚
無
と
死
生
観
を
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
小
憎
ら
し
く
も
見
え
る
こ
と
だ
が
、
度
重
な
っ
て
ゆ
っ
く
り
思
い
重
ね
て
い
る
と
一
種
の
恐
ろ
し
く
静
か
な
も
の
を
虚
子
の

中
に
感
じ
な
い
で
い
ら
れ
な
い
気
に
も
な
っ
て
く
る
。
人
間
の
生
老
病
死
を
つ
く
づ
く
見
て
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
人
生
と
い
う
も

の
（
多
分
は
自
分
の
と
い
う
こ
と
が
無
意
識
の
世
界
で
く
っ
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
が
）
に
対
し
て
平
静
に
沈
潜
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な

い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
平
然
さ
と
い
う
も
の
が
虚
子
の
中
に
根
強
く
太
っ
て
行
っ
て
い
る
し
、
文
章
に
も
勿
論
に
じ

み
出
し
て
こ
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
。
人
間
の
生
老
病
死
に
綿
密
に
、
し
か
も
屈
々
付
き
合
い
、
そ
れ
を
見
て
と
っ
て
来
た
こ
と
が
、

（
剛
｝

案
外
虚
子
の
あ
の
艶
っ
ぽ
さ
の
根
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
気
も
す
る
。
」

く傷
０，

こ
と
で
、
彼
の
文
章
か
ら
は
辛
抱
し
て
い
る
と
い
う
風
な
感
じ
を
さ
ほ
ど
受
け
な
い
）
つ
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
き

合
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
を
す
る
の
は
そ
の
期
間
が
長
く
、
か
つ
又
、
彼
が
身
近
く
清
病
す
る
か
ら
で
、
死
の
場
合
に
も
綿

密
に
つ
き
合
い
、
綿
密
に
見
、
綿
密
に
書
い
て
い
る
（
彼
の
言
葉
で
い
え
ば
写
生
し
て
い
る
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
余
り
感
情
的
、

感
傷
的
な
気
分
は
な
く
、
ま
こ
と
に
冷
静
な
目
で
見
取
ら
れ
て
い
る
病
と
死
と
が
あ
る
。
数
多
い
病
と
死
と
の
付
き
合
い
に
、
彼
は
感

傷
、
恐
れ
、
悲
痛
な
表
現
を
ほ
と
ん
ど
と
っ
て
い
な
い
で
、
事
実
を
そ
の
ま
ま
に
見
取
っ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
文
章
で
か

（
４
）
虚
無
と
自
由
ｌ
岸
本
尚
毅
の
虚
子
論

211（熊本法学122号'１１）

虚子における「自由」



説

創
作
に
お
い
て
作
為
と
は
「
自
由
」
で
あ
り
、
岸
本
は
、
虚
子
の
自
由
で
あ
る
無
作
為
ｌ
つ
ま
り
塵
無
と
迩
代
の
自
由
で
あ
る

（
割
）

作
為
と
技
巧
を
尽
く
し
た
河
東
碧
梧
桐
と
を
以
下
の
よ
う
に
対
比
さ
せ
て
い
る
。

。
あ
り
の
侭
を
あ
り
の
侭
と
し
て
」
『
其
有
様
を
見
て
行
か
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
客
観
写
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
客
観
写
生
は
、

し
ば
し
ば
指
導
の
た
め
の
方
便
あ
る
い
は
単
な
る
方
法
論
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
客
観
写
生
と
い
う
態
度
は
、
考
え
よ
う

（
幻
）

に
よ
っ
て
は
、
人
生
に
立
ち
は
だ
か
る
虚
無
を
さ
え
飼
い
な
ら
そ
う
と
す
る
、
強
い
意
志
の
現
れ
と
も
思
え
る
の
で
す
。
」

「
虚
子
と
は
何
者
か
。
虚
無
を
飼
い
な
ら
し
た
人
と
い
う
の
が
、
私
の
一
つ
の
答
え
で
す
。

虚
子
の
人
生
観
に
は
虚
無
の
色
が
濃
い
。
幼
い
子
供
を
亡
く
し
た
と
き
の
心
境
を
つ
づ
っ
た
「
落
葉
降
る
下
に
」
と
い
う
一
文
で
、

た
だ

ま
ま

虚
子
は
「
こ
れ
か
ら
自
分
を
中
心
と
し
て
自
分
の
世
界
が
徐
々
と
し
て
亡
び
て
行
く
其
有
様
を
見
て
行
か
う
」
「
唯
あ
り
の
侭
を
あ
り

の
侭
と
し
て
考
へ
る
よ
り
外
は
無
い
」
と
言
い
ま
す
。
…
…

典

あ
る
い
は
「
私
は
滅
び
る
も
の
は
滅
び
る
に
任
か
す
、
そ
ん
な
考
が
強
い
で
す
（
中
略
）
段
々
人
間
と
い
う
も
の
は
滅
び
て
ゆ
く
、

（
型
）

あ
と
か
た
も
な
く
な
る
、
そ
れ
で
い
い
」
と
も
二
口
い
ま
す
。
」

さ
ら
に
岸
本
は
、
虚
子
の
「
客
観
写
生
」
と
い
う
方
法
論
の
中
に
も
「
虚
無
」
を
見
て
い
る
。
徹
底
し
た
写
生
と
は
、
没
我
を
通
し

て
対
象
に
迫
る
も
の
で
、
そ
の
時
本
人
の
頭
は
、
文
字
通
り
の
「
虚
無
」
と
化
す
の
で
あ
る
。

「
俳
句
と
い
う
詩
は
、
何
か
を
語
ろ
う
、
伝
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
短
さ
ゆ
え
の
非
力
さ
を
露
呈
し
ま
す
。
俳
句
の
短
さ
は
、
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う
に
ま
と
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
は
、
「
反
俗
性
」
「
動
じ
な
い
生
き
方
」
「
平
然
」
「
虚
無
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま

に
表
現
さ
れ
る
。
で
は
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
と
は
何
か
、
そ
の
意
味
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
自

由
の
あ
ら
わ
れ
の
中
核
に
あ
る
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
花
鳥
調
詠
論
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

１
』
つ
ゃ
）
〃
、

そ
れ
を
補
お
う
、
隠
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
姪
桔
と
な
っ
て
俳
句
に
つ
き
ま
と
い
ま
す
。

短
さ
を
わ
き
ま
え
な
い
、
物
言
い
た
げ
な
「
技
巧
」
を
、
虚
子
は
嫌
悪
し
ま
し
た
。

極
論
す
れ
ば
、
俳
句
の
短
さ
は
一
切
の
「
技
巧
」
を
無
力
に
し
ま
す
。
そ
れ
が
俳
句
の
宿
命
で
す
。
碧
梧
桐
は
や
が
て
俳
句
形
式
を

捨
て
、
自
由
律
へ
走
り
ま
し
た
。
一
方
の
虚
子
は
俳
句
の
宿
命
に
居
直
り
ま
し
た
。

極
小
の
詩
形
で
あ
る
俳
句
の
短
さ
を
強
さ
に
転
じ
る
「
逆
転
の
発
想
』
と
は
、
決
し
て
奇
抜
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

（
笛
）

小
さ
い
器
に
無
理
を
さ
せ
な
い
、
と
い
う
極
々
当
り
前
の
こ
と
を
虚
子
は
説
き
ま
す
。
」

「
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
の
主
張
自
体
は
、
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
文
学
の
よ
う
に
自
我
の
葛
藤
や
人
生
観
を
直
接
述
べ
る
の

Ⅱ
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
ｌ
近
代
を
超
え
て

（
１
）
花
鳥
調
詠
と
「
自
由
」

213（熊本法学122号111）
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さ
ら
に
、
こ
の
虚
子
の
花
鳥
調
詠
論
は
た
ん
な
る
文
学
理
論
・
創
作
理
論
に
限
ら
な
い
ひ
と
つ
の
脱
近
代
的
世
界
観
で
あ
る
と
し
て

私
は
、
（
一
）
関
係
性
の
回
復
、
（
二
）
対
話
と
物
語
の
回
復
、
（
三
）
没
我
と
安
心
の
世
界
、
（
四
）
生
き
方
と
し
て
の
花
鳥
調
詠
と
い

う
四
つ
の
特
徴
を
あ
げ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
自
我
の
自
由
を
中
核
と
す
る
近
代
（
化
）
に
対
し
て
そ
れ
が
切
り
捨
て
た
も
の
を
ど

う
回
復
す
る
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
自
然
や
他
者
そ
の
他
一
切
の
造
化
と
の
間
の
本
来
的
な
有
機
的
な
諸
関
係
、
あ
る
い

（
”
）

は
対
話
と
物
語
を
回
復
さ
せ
、
客
観
写
生
を
徹
底
し
む
し
ろ
没
我
を
通
し
て
自
由
と
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

前
蹴
で
述
べ
た
臓
子
の
「
脱
俗
」
や
「
動
じ
な
い
」
平
然
と
し
て
生
き
方
と
し
て
の
自
由
や
虚
無
に
支
え
ら
れ
た
自
由
と
は
、
こ
の

花
鳥
調
詠
論
と
し
て
結
実
す
る
よ
う
な
、
一
切
を
造
化
に
委
ね
切
っ
た
「
天
命
に
安
ん
ず
る
」
生
き
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
虚

子
に
お
け
る
自
由
と
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
近
代
の
自
我
の
「
作
為
と
し
て
の
近
代
的
自
由
」
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
川

腫
淡
が
「
近
代
と
は
自
川
の
方
向
が
逆
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
由
１
１
自
在
と
い
っ
た
力
が
い
い
ｌ
へ
化
脇
を
迦
し
て
蕊
ろ
う
と
す

一
洲
）

る
の
が
、
俳
句
だ
と
い
う
の
だ
」
と
い
う
自
由
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
川
崎
の
よ
う
に
反
近
代
的
と
も
い
え
る
し
、
あ
る
い
は
脱
近
代

的
と
も
よ
ん
で
い
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
虚
子
の
脱
近
代
的
自
由
の
位
相
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

で
は
な
く
て
、
「
春
夏
秋
冬
四
季
の
変
遷
に
よ
り
起
り
来
る
天
然
人
事
の
種
々
の
現
象
」
つ
ま
り
花
鳥
風
月
を
楓
詠
す
る
文
学
、
即
ち
卿２

花
鳥
調
詠
詩
で
あ
る
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
れ
は
、
「
自
分
を
透
し
て
の
自
然
』
、
「
自
然
を
透
し
て
の
自
分
」
を
表
現
す
る
自
然
詩
で
あ
ｍ

る
と
い
う
自
然
随
順
の
思
想
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
『
季
題
と
い
ふ
も
の
を
大
事
』
に
す
る
文
学
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
心
の
ゆ
軸

と
り
を
持
っ
て
…
…
浮
世
の
荒
波
に
徒
に
動
揺
さ
れ
な
い
』
で
「
四
時
の
変
化
に
処
し
て
安
ん
じ
…
…
天
命
に
安
ん
ず
る
…
…
さ
う
い
群

（
跡
一

本

ふ
心
持
」
で
生
き
る
生
き
方
を
教
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
姿
勢
は
、
つ
い
に
は
「
極
楽
の
文
学
」
の
確
信
に
ま
で
至
る
と
さ
れ
た
。
」
鴬帆

論



近
代
的
自
由
の
主
体
は
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
的
な
近
代
的
自
我
で
あ
り
、
そ
の
中
核
に
あ
る
も
の
は
、
自
律
と
作
為
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
自
己
と
の
関
係
で
は
自
己
の
自
立
を
表
現
し
自
己
創
造
す
る
主
体
で
あ
り
、
時
間
・
空
間
に
お
い
て
は
「
企
図
」
を
も
っ
て
歴
史

や
世
界
を
構
築
す
る
自
由
で
あ
り
、
自
然
や
他
者
と
の
関
係
で
は
作
為
に
よ
っ
て
世
界
を
創
出
す
る
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
二

元
論
の
特
徴
と
し
て
、
国
家
や
他
者
と
常
に
対
立
す
る
二
元
論
的
自
由
で
あ
る
。
子
規
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
新
し
い
企
図
を
も
ち
言

語
と
世
界
を
創
造
す
る
近
代
的
自
由
の
主
体
で
あ
っ
た
。
子
規
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
共
同
性
と
り
わ
け
創
造
的
共
同
性
の
視

点
も
欠
い
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
基
底
に
あ
っ
た
も
の
は
こ
の
近
代
的
自
由
で
あ
っ
た
。
子
規
に
お
け
る
近
代
的
な
国
民
と
国
家
の

創
出
も
、
こ
の
近
代
的
自
由
に
深
く
支
え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
虚
子
の
脱
近
代
的
自
由
は
、
こ
れ
と
対
極
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
作
為
や
企
図
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
は
虚
子
が
第
二
次
世
界

こ
と
わ
り

（
”
）

大
戦
末
期
、
戦
争
に
つ
い
て
「
結
局
な
る
や
う
に
な
る
」
と
述
べ
た
こ
と
と
の
関
係
で
川
崎
が
指
摘
す
る
「
必
然
の
絶
対
力
の
存
在
」

と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
虚
子
の
自
由
は
、
他
力
に
よ
る
自
由
で
あ
り
、
他
力
を
通
し
て
の
絶
対
力
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

例
え
ば
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
と
し
て
西
洋
で
生
ま
れ
近
代
日
本
に
移
植
さ
れ
た
人
間
完
成
主
義
や
近
代
社
会
の
構
築
や
国
民
の
創
出
と

性
や
、
》

が
あ
る
。

自
由
と
い
う
点
で
、
や
や
図
式
化
し
て
い
え
ば
、
写
生
論
や
自
我
表
現
と
し
て
の
文
学
へ
、
あ
る
い
は
俳
譜
か
ら
俳
句
と
い
う
近
代

文
学
へ
の
方
向
を
め
ざ
し
た
子
規
の
近
代
性
は
、
さ
ら
に
自
由
な
自
我
表
現
と
し
て
自
由
律
に
ま
で
進
ん
だ
碧
梧
桐
へ
と
い
う
近
代
的

（
鋤
）

自
由
の
系
譜
と
な
っ
た
。
他
方
、
虚
子
の
生
き
方
や
俳
句
観
に
は
、
た
と
え
ば
そ
の
連
句
へ
の
こ
だ
わ
り
に
み
る
よ
う
な
俳
譜
の
共
同

性
や
、
客
観
写
生
を
通
し
て
造
化
と
の
同
一
化
へ
向
か
う
花
鳥
調
詠
論
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
反
近
代
的
な
い
し
脱
近
代
的
自
由
の
系
譜

（
２
）
近
代
的
自
由
と
脱
近
代
的
自
由
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説

い
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
近
代
的
自
我
や
小
ざ
か
し
い
企
図
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
安
心
・
自
足
・
肯
定
の

世
界
へ
の
参
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
由
で
あ
る
。

あ
る
い
は
前
者
を
自
力
に
よ
る
自
由
、
後
者
を
他
力
に
よ
る
自
由
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
虚
子
に
お
け
る
脱
近
代

的
自
由
は
、
き
わ
め
て
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
こ
と
に
、
信
仰
と
い
う
没
我
を
通
し
て
近
代
的
自
我
の
確
立
の
契
機
と
な
っ
た
ル
タ
ー
の

信
仰
義
認
論
に
も
似
て
、
絶
対
他
力
を
通
し
て
絶
対
的
力
を
獲
得
し
た
。
先
述
の
「
脱
俗
」
、
「
動
じ
な
い
生
き
方
」
、
「
平
然
」
、
「
自
在
」

と
い
っ
た
虚
子
の
図
太
く
大
胆
な
生
は
、
こ
の
小
さ
な
自
我
の
自
己
否
定
と
絶
対
的
な
る
も
の
（
花
鳥
Ⅱ
造
化
）
へ
の
自
己
同
一
化
を

通
し
て
、
よ
り
大
き
な
自
我
と
し
て
再
生
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
し
か
に
こ
の
虚
子
に
お
け
る
よ
う
な
脱
近
代
的
自
由
は
ひ
と
つ
の
安
心
立
命
を
約
束
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
基
本
的

に
非
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
選
ば
れ
た
天
才
の
み
到
達
し
う
る
自
由
・
自
在
の
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
希
な
天
才
に
加
え
て
修
業
や

訓
練
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
確
信
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
そ
れ
は
個
的
救
済
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
由
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
自
由
主
義
の
逸
脱
と
過
剰
の
今
日
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
内
面
的
価
値
実
現
の
自
由
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
と
わ
り
（
皿
）

私
た
ち
に
今
課
せ
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
共
同
の
価
値
の
創
出
と
そ
の
場
の
創
出
な
の
で
あ
る
。
絶
対
的
価
値
と
し
て
の
「
必
然
」
へ

の
絶
対
的
同
一
化
を
通
し
て
得
ら
れ
る
虚
子
の
自
由
論
の
思
考
方
法
の
問
題
点
は
、
丸
山
填
男
の
「
歴
史
意
織
の
古
厩
》
一
の
指
摘
を
も

ち
出
す
ま
で
も
な
く
主
体
性
の
欠
落
の
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
問
題
は
、
脱
近
代
的
自
由
論
が
も
つ
社
会
性
に
あ
り
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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以
上
、
虚
子
に
お
け
る
「
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
、
こ
れ
を
脱
近
代
的
自
由
と
し
て
そ
の
今
日
的
意
味
と
位
相
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
近
代
的
自
由
と
の
対
比
で
論
じ
て
き
た
。
今
日
、
近
代
的
自
由
は
、
自
我
と
そ
の
放
縦
へ
の
抑
制
を
大
き
な
課
題
と
し
て
抱
え

て
い
る
。
他
方
、
虚
子
に
お
け
る
脱
近
代
的
自
由
に
お
い
て
も
、
近
代
の
作
為
や
主
体
性
は
ど
う
な
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占

（
”
）

め
る
の
か
、
さ
ら
に
は
こ
の
自
由
と
世
界
観
は
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
化
さ
れ
共
有
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

し
か
し
、
俳
句
に
は
、
そ
れ
が
俳
譜
と
よ
ば
れ
た
時
代
以
来
も
っ
て
い
た
「
座
の
文
芸
」
と
し
て
の
遺
伝
子
が
あ
る
。
子
規
の
近
代

性
は
近
代
文
学
と
し
て
の
俳
句
の
自
立
性
を
促
し
、
虚
子
の
反
近
代
性
は
、
む
し
ろ
連
句
や
俳
譜
的
共
同
性
を
評
価
し
た
。
た
し
か
に
、

虚
子
の
こ
の
反
近
代
的
自
由
は
現
代
の
ひ
と
つ
の
脱
近
代
思
想
・
世
界
観
つ
ま
り
世
界
に
お
け
る
「
関
係
性
・
共
同
性
の
復
権
」
と
し

て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
子
規
の
近
代
的
自
由
に
も
、
「
俳
句
と
い
う
極
小
の
定
型
詩
を
、
連
衆
を
形
成
す
る
核

（
郷
）

と
し
て
あ
ら
た
に
と
ら
え
直
」
す
共
同
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
子
規
の
近
代
的
自
由
に
も
ひ
と
つ
の
社
会
性
と
近
代
的
共
同
性
が
あ
っ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
子
規
の
近
代
の
原
点
に
、
虚
子
の
前
近
代
的
共
同
性
を
批
判
し
解
体
さ
せ
つ
つ
も
新
た
な
共
同
性
を
形
成
す
る

近
代
的
自
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
虚
子
の
脱
近
代
的
自
由
に
よ
る
現
代
の
自
由
の
自
己
克
服
は
、
こ
の
子
規
の
近
代
的
自
由
の
力
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に
ｌ
共
同
の
自
由
へ
向
け
て
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説
（
注
）（

８
）
岩
岡
中
正
、
前
掲
瞥
二
虚
子
と
現
代
」
）
、
五
六
頁
。

（
９
）
明
治
十
五
〜
六
年
に
お
け
る
中
学
生
・
子
規
の
演
説
草
稿
を
は
じ
め
と
す
る
自
由
民
権
連
動
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
は
、
松
井
利
彦
「
服
岡
子

規
の
研
究
」
（
上
）
（
昭
和
五
十
一
年
、
明
治
杏
院
、
三
一
五
’
三
二
五
頁
）
に
お
け
る
詳
細
な
分
析
を
参
照
。

両
）
料
岡
中
正
、
前
掲
件
（
「
虚
子
と
現
代
」
）
、
八
十
四
頁
。

（
Ⅲ
）
大
岡
伯
（
商
浜
虚
子
「
虚
子
五
句
染
」
上
、
下
、
岩
波
文
脈
、
・
九
九
六
年
）
「
解
説
」
（
同
件
、
下
）
三
一
七
頁
。

（
６
）
岩
岡
中
正
、
前
掲
書

（
７
）
尚
浜
虚
子
「
定
本

四
六
五
’
四
六
七
頁
。

（
５
）
正
岡
子
函

記
者
。
日
錐

頁
、
参
照
。

（
１
）
磁
浜
脹
子
二
八
七
四
’
一
九
五
九
）
愛
媛
松
山
生
ま
れ
の
俳
人
。
日
本
近
代
俳
壇
股
大
の
作
家
で
指
導
者
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
主
宰
。
花
鳥

楓
泳
論
を
提
唱
。
文
化
勲
章
受
賞
。
「
現
代
俳
句
大
那
典
」
（
三
省
堂
、
一
一
○
○
八
年
）
三
二
七
’
三
言
○
頁
、
参
照

（
２
）
淵
岡
中
正
「
転
換
期
の
俳
句
と
思
想
」
（
朝
日
新
聞
社
、
二
○
○
二
年
）

（
３
）
岩
岡
中
正
「
虚
子
と
現
代
」
（
角
川
番
店
、
二
○
一
○
年
）

（
４
）
花
鳥
調
詠
論
は
、
虚
子
が
行
き
つ
い
た
作
句
理
論
で
あ
っ
て
、
客
観
写
生
を
通
し
て
対
象
と
一
体
化
し
て
花
鳥
（
自
然
）
を
詠
む
作
句
理
論

で
あ
る
と
と
も
に
、
自
然
（
造
化
）
に
身
を
委
ね
て
生
き
る
生
き
方
や
一
種
の
有
機
体
的
世
界
観
で
あ
っ
た
。

（
５
）
正
岡
子
規
（
一
八
六
七
’
一
九
○
二
）
愛
媛
松
山
生
ま
れ
の
明
治
期
の
文
学
者
・
俳
人
・
歌
人
。
文
科
大
学
同
文
科
中
退
後
、
新
聞
「
日
本
」

記
者
。
日
消
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
事
典
』
五
一
六
’
五
一
九

（
「
虚
子
と
現
代
」
）
一
○
二
’
一
一
四
頁
の
（
２
）
「
子
規
の
近
代
性
ｌ
い
ま
な
ぜ
子
規
か
」
を
参
照
。

高
浜
虚
子
全
集
」
全
十
五
巻
、
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
八
〜
五
十
年
（
以
下
、
「
虚
子
全
集
」
と
よ
ぶ
）
、
十
一
巻
、
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（
吃
）
同
書
、
三
一
八
頁
。

（
旧
）
同
香
、
三
二
二
頁

（
Ｍ
）
同
瞥
、
三
二
二
頁

（
焔
）
同
書
、
三
二
三
頁
。

（
肥
）
同
瞥
、
三
一
八
頁
。

（
別
）
河
東
碧
梧
桐
（
一
八
七
三
’
一
九
三
七
）
は
、
松
山
生
ま
れ
で
、
高
浜
虚
子
と
中
学
・
高
等
中
学
の
同
級
で
親
友
、
と
も
に
子
規
門
の
双
壁
。

子
規
没
後
の
新
聞
「
日
本
」
の
俳
句
選
者
。
進
歩
的
句
風
で
虚
子
と
対
立
、
新
傾
向
俳
句
運
動
を
展
開
し
た
が
、
の
ち
に
俳
壇
を
引
退
。
「
現
代

俳
句
大
事
典
」
一
六
七
’
一
六
九
頁
、
参
照
。

（
泌
）
岸
本
尚
殿
、
前
掲
番
、
八
三
頁
。

（
副
）
同
瞥
、
二
六
七
‐

（
理
）
岸
本
尚
毅
『
高
宰

（
羽
）
同
沓
、
一
九
頁
。

（
犯
）
同
瞥
、
二
六
三
’
二
六
四
頁
。

（
剛
）
同
瞥
、
二
六
七
’
二
六
八
頁
。

（
旧
）
富
士
正
晴
、
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
Ⅳ
）
富
士
正
哨
「
高
浜
虚
子
」
（
角
川
瞥
店
、
昭
和
五
十
三
年
）
十
五
頁
。

（
旧
）
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
、
仏
文
学
者
・
桑
原
武
夫
は
、
雑
誌
「
世
界
」
の
「
第
二
芸
術
ｌ
現
代
俳
句
に
つ
い
て
」
の
中
で
、
俳
句
の
退

嬰
性
、
無
思
想
性
、
前
近
代
性
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
芸
術
の
名
に
値
し
な
い
「
第
二
芸
術
」
と
し
て
批
判
し
た
。
「
現
代
俳
句
大
事
典
」
一
一
二

虚子における「自１１１」

八
’
三
一
九
頁
、
参
照
。

『
高
浜
虚
子

（
「
虚
子
全
集
」
十
巻
八
七
頁
）
。

（
同
）
。

俳
句
の
力
」
（
三
省
堂
、
二
○
一
○
年
）
、
六
’
七
頁
。
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（
妬
）
岩
岡
中
正
、
前
掲
瞥
二

（
”
）
同
普
、
一
九
’
二
五
頁
。

説

（
犯
）
丸
山
興
男
「
歴
史
愈
識
の
古
脳
」
（
丸
山
興
男
「
忠
誠
と
反
逆
」
筑
峨
許
房
、
一
九
九
一
坐
年
、
所
収
）
二
九
一
一
・
’
三
五
一
頁
、
参
照
。

（
翌
私
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
花
鳥
調
詠
論
の
問
題
点
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
岩
岡
中
正
、
前
掲
書
（
「
虚
子
と
現
代
」
）
、
四
四
’
四
六
頁
、

八
九
頁
、
九
九
’
一
○
二
頁
、
参
照
。

（
狐
）
坪
内
稔
典
「
正
岡
子
規
ｌ
創
造
の
共
同
性
」
（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
一
年
）
二
六
四
頁
。

（
犯
）
川
崎
展
宏
「
虚
子
か
ら
虚
子
へ
」
（
有
斐
閣
、
昭
和
五
八
年
）
二
三
二
頁
。

弱
）
岩
岡
中
正
、
前
掲
書
（
「
虚
子
と
現
代
」
）
、
一
六
’
一
七
頁
、
参
照
。

（
犯
）
川
崎
展
宏
、
前
掲
番
、
二
○
頁
。

こ
と
わ
り

（
別
）
川
崎
展
宏
は
、
虚
子
の
思
想
の
根
底
に
、
中
村
草
田
男
が
い
う
「
「
必
然
」
の
絶
対
力
の
存
在
と
そ
の
進
展
の
事
実
」

論

）
川
崎
展
宏
「
虚
子
か
ら
虚
子
《

）
岩
岡
中
正
、
前
掲
書
（
「
虚
子

）
川
崎
展
宏
、
前
掲
番
、
二
○
舌

）
川
崎
展
宏
は
、
虚
子
の
思
想
（

川
崎
腿
宏
、
前
掲
牌
、
二
○
頁
。

（
「
虚
子
と
現
代
」
）
、
一
八
’
一
九
頁
。

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
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