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今
朝
の
話
の
と
き
に
、
大
拙
に
触
れ
て
、
西
田
と
西
谷
が
い

た
と
こ
ろ
で
、
大
拙
が
ガ
タ
ガ
タ
と
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ

し
て
、
そ
れ
が
二
人
に
非
常
に
大
き
な
印
象
を
与
え
た
と
い
う

話
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
大
拙
が
「
世
界
に
お
い
て

禅
は
思
想
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
し
て
そ
れ
に
加
え

て
「
独
り
よ
が
り
で
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を

申
し
ま
し
た
。
そ
の
手
紙
が
宛
て
ら
れ
た
相
手
は
、
西
田
、
大

拙
と
親
し
い
久
松
真
一
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
西
田
哲
学

と
い
う
の
は
、
そ
の
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
世
界
に

お
い
て
思
想
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
そ
の
間
の
あ

る
種
の
空
間
を
は
り
渡
し
て
思
索
す
る
、
そ
れ
が
西
田
哲
学
の

根
本
の
性
格
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
が
ど
う

い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
簡
単
に
言
え
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
ま
さ
に
そ
こ
が
西
田
の
思
索
の
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
こ
れ
は
空
間
と
し
て
は
均
質
な
空
間
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
の
は
な
ん
と
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か

ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
「
世
界
に
お
い
て
思
想
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
思
想
に
な
る
と
い
う
こ
と
は

は
っ
き
り
と
し
た
言
葉
で
自
覚
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
他
者

に
対
し
て
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
言
葉
に
な
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
今
朝
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
こ
と
で
思
い
出
し
ま
し

た
。
こ
れ
も
大
拙
の
こ
と
で
す
が
、
大
拙
は
非
常
に
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
に
共
鳴
を
し
て
、
ド
イ
ツ
語
で
も
読
ん
で
お
ら
れ
た
ら
し

い
け
れ
ど
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ニ
ー
の
英
訳
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
手
元

に
お
い
て
読
ん
で
お
ら
れ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
こ
こ
に
い
た
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ら
一
緒
に
話
を
す
る
ん
だ
が
な
あ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ

く
言
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
も
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ガ
タ

ガ
タ
と
い
う
と
こ
ろ
に
居
合
わ
せ
て
い
た
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

も
大
い
に
喜
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
事
実
そ
う
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
な
い

か
ら
、
気
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
か
思
い
も
よ
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
も
、
思
想
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
問

題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば「
突
破
」と
い
う
こ
と
が
強
調
し
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
突

破
」
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
こ
と
か
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
明

は
や
は
り
思
想
の
レ
ベ
ル
で
の
文
脈
や
語
彙
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
れ
に
の
っ
と
っ
た
説
明
す
る
わ
け
で
す
が
、「
突
破
」
と
い
う

出
来
事
が
事
実
起
こ
っ
た
場
合
、
彼
に
現
に
起
こ
っ
た
場
合
、

そ
れ
は
大
拙
の
ガ
タ
ガ
タ
っ
と
そ
う
違
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
と
言
わ
れ
た
ら
、
そ
う
だ
と
言
っ

た
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
ガ
タ
ガ

タ
と
い
う
こ
と
と
世
界
に
お
け
る
思
想
と
の
そ
の
不
均
質
な
空

間
を
は
り
渡
す
思
索
、
そ
れ
が
私
た
ち
が
普
通
西
田
哲
学
と
い

っ
て
い
る
も
の
で
す
。
さ
っ
き
「
ラ
イ
デ
ン
﹇Leiden 

苦
悩
﹈」

と
い
う
言
葉
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
西
田
の
気
持
ち
か
ら
す

る
と
、
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、「
哲
学
の
動

機
は
深
い
人
生
の
悲
哀
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
お

り
ま
す
。
哲
学
の
論
文
の
中
で
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
西
田

を
哲
学
的
思
索
へ
と
駆
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に

お
い
て
の
よ
う
に
存
在
に
た
い
し
て
の
驚
き
、「
も
の
が
あ
る
」

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
驚
き
で
も
な
い
し
、
ま
た
、
近
世
の

よ
う
に
知
の
確
実
性
を
求
め
て
の
方
法
的
疑
い
で
も
な
く
て
、

「
人
生
の
悲
哀
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ
の
世
に
あ
る
」
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
る
存
在
の
痛
み
、
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
言
葉
だ
と
こ
れ
も
「
ラ
イ
デ
ン
」
で
す
。
そ
し
て
西
田
に

お
い
て
そ
こ
か
ら
繰
り
返
し
て
出
さ
れ
て
く
る
ほ
と
ん
ど
同
じ

言
葉
の
問
い
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

「
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
」

―
―

そ
れ
と
結
び
つ
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
於
て
生
ま
れ
、

こ
こ
に
於
て
働
き
こ
こ
に
於
て
死
に
ゆ
く
現
実
の
世
界
と
は
ど

ん
な
構
造
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
」。
こ
の
二
つ
の
問
い
は
、

本
当
は
一
つ
の
問
い
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
西
田
が
世
界
と
い

う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
は
、
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
い
る
場
所
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だ
か
ら
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
於
て
、
と
い
う
、
生
ま
れ

働
き
死
に
逝
く
、
そ
の
「
於
て
」、
こ
れ
が
哲
学
の
術
語
に
な
る

と
、「
場
所
」
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
わ
れ

わ
れ
が
生
ま
れ
て
そ
こ
で
生
き
て
働
く
世
界
、
こ
れ
だ
け
を
と

れ
ば
、
現
代
の
哲
学
の
言
葉
で
言
う
生
活
世
界
で
す
ね
。
そ
れ

に
西
田
の
場
合
に
は
歴
史
的
世
界
も
重
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

こ
の
問
い
方
の
中
で
、
西
田
の
場
合
特
色
的
な
こ
と
は
、
生
活

世
界
、
歴
史
的
世
界
の
も
う
ひ
と
つ
底
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ

が
「
こ
れ
に
於
て
生
ま
れ
死
に
逝
く
世
界
」
と
い
う
の
が
同
時

に
現
実
の
世
界
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
こ

だ
け
と
る
と
い
わ
ゆ
る
生
死
界
。
で
す
か
ら
生
活
世
界
と
歴
史

的
世
界
と
生
死
界
、
そ
れ
が
重
な
っ
た
も
の
が
西
田
に
と
っ
て

は
最
初
か
ら
現
実
の
世
界
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
わ
れ
わ
れ
が
現
に
い
る
現
実
の
世
界
と
、
そ
こ
に
「
於
て

あ
る
」
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
存
在
、
そ
れ
が
一
つ
に
結
び
つ
い

て
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
問
わ
し
め
る
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
問
わ
し
め
る
も
の
は
、
さ
き
に
挙
げ
た

言
葉
で
い
う
「
人
生
の
悲
哀
」
で
す
。
こ
の
世
に
お
い
て
生
き

る
そ
の
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
い
れ
ら
れ
る
裂
け
目
の
よ
う
な
も

の
で
す
ね
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
に
於
て
あ
る
世
界
、
そ
れ
は
決

し
て
ス
ム
ー
ス
で
平
坦
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
場
所
」
と
し
て
の
「
現
実
の
世
界
」
を
西
田
は
生
死
界
ま
で

問
題
に
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、
西
田
は
そ
れ
だ
け
取
り
上
げ
て
問

題
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生
活
の
底
が

そ
こ
ま
で
通
じ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
形
で
問
題
に
し
て

い
き
ま
す
。

そ
れ
で
、
西
田
哲
学
の
基
礎
と
い
う
と
、
こ
れ
は
純
粋
経
験

か
ら
始
ま
っ
て
自
覚
、
そ
れ
か
ら
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
理
解
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
私
は
あ
る
時
か
ら
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
。
純

粋
経
験
が
自
覚
に
な
る
、
そ
こ
で
純
粋
経
験
と
い
わ
れ
た
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
そ
し
て
自
覚
と
い
う
こ
と
が
今
度
は

場
所
の
こ
と
と
し
て
見
ら
れ
て
く
る
。
そ
こ
ま
で
い
っ
て
純
粋

経
験
と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
西
田
の
思
索
の
根
本
の
特
質
が
、

一
応
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
純
粋
経
験
、
そ
れ

か
ら
自
覚
、
場
所
ま
で
を
西
田
哲
学
の
基
礎
と
い
う
よ
う
に
考

え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
場
合
、
西
田
以
外
で
は
な
か
っ
た
哲
学
の
始
ま
り
は
、
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や
は
り
西
田
が
言
う
純
粋
経
験
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
私
は
考
え

て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
他
の
諸
論
文
も
大
切
で
す
が
、
後
期

の
諸
論
文
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
最
初
の
純
粋
経

験
と
い
う
と
こ
ろ
で
何
が
西
田
の
思
索
に
起
こ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
が
西
田
に
即
し
て
つ
か
ま
れ
て
い
な
い
と
、
適
切
な
理
解

か
ら
は
そ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私

は
純
粋
経
験
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
レ
ジ

ュ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
純
粋
経
験
と
い
う
そ
の
こ
と
、
西

田
の
単
純
な
出
し
方
だ
と
「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ

主
も
な
く
客
も
な
い
」、
そ
の
出
来
事
そ
の
も
の
に
つ
ま
ず
い
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
私
に
と
っ

て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
親
し
い
こ
と
で
す
。
大
拙
の
ガ
タ
ガ

タ
が
私
に
と
っ
て
は
面
白
い
も
の
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
親

し
い
こ
と
で
は
あ
る
ん
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

純
粋
経
験
を
基
礎
に
し
て
、
こ
れ
は
言
葉
を
突
破
し
た
出
来
事

で
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
突
破
し
た
出
来
事
が
基
礎
に
な
っ

て
、
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、『
善
の
研
究
』
と
い
う
言
語
テ
キ

ス
ト
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
躓
い
た
と
い
う
の
か
、
そ
の
こ
と

を
よ
く
考
え
て
み
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
長
い
間

こ
だ
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
を
ど
う
考
え
る
か
の
ヒ
ン

ト
に
な
っ
た
も
の
は
、
或
る
と
き
急
に
大
き
く
意
味
を
も
っ
て

き
た
西
田
の
言
葉
、『
善
の
研
究
』
の
序
文
に
あ
る
次
の
言
葉
で

し
た
。「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て

み
た
い
と
い
う
の
は
、
余
が
大
分
前
か
ら
…
」。
こ
の
言
葉
は
、

西
田
が
そ
れ
で
『
善
の
研
究
』
の
哲
学
の
立
場
を
こ
れ
以
上
正

確
に
簡
潔
に
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
は
っ
き
り
表
明
し

た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
あ
る
と
き
ふ
と
気
が
つ
い
た

ん
で
す
が
、
こ
の
中
に
は
三
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
。「
純
粋
経

験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」、
こ
れ

が
哲
学
の
立
場
で
す
が
、
そ
の
哲
学
の
立
場
の
も
と
に
、「
純
粋

経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
基
本
の
テ
ー
ゼ

が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
哲
学
の
原
理
」
と
言
い
得
る

も
の
で
す
。
デ
カ
ル
ト
で
い
え
ば
、“C

ogito ergo sum
”

で
す
ね
。

あ
る
い
は
中
世
で
言
え
ば
、“Esse est D

eus”

。
こ
れ
が
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
神
学
・
哲
学
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
す
。
そ
う

い
う
原
理
と
し
て
、「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」。
つ

ま
り
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
こ
と
を
根
本
命
題
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に
し
て
、
そ
れ
で
す
べ
て
を
説
明
し
て
い
く
と
。
す
べ
て
を
説

明
す
る
と
い
う
こ
と
、
今
で
は
通
用
し
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
古
典
的
な
哲
学
の
学
問
の
性
格
と
し
て
全
体
の
学

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
全
体
を
全
体
と
し
て
統
一
的
に
と

ら
え
る
た
め
に
は
、
全
体
が
そ
こ
に
無
展
開
だ
け
れ
ど
も
緊
密

に
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
一
つ
の
根
本
命
題
が
見
出
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
「
哲
学
の
原
理
」
で
す
。
で
す

か
ら
西
田
の
場
合
に
は
、
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
そ
れ
を
哲
学
の
原
理
に
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て

す
べ
て
を
説
明
す
る
と
。
そ
し
て
説
明
さ
れ
た
あ
り
方
が
『
善

の
研
究
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ

こ
ま
で
は
一
般
に
哲
学
に
共
通
の
構
造
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、

西
田
に
お
い
て
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
見
て
み

る
と
、「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
根
本

命
題
と
い
う
か
第
一
原
理
の
中
に
は
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言

葉
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
限
り
は

セ
ン
テ
ン
ス
の
一
部
で
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
西
田
が

本
文
の
第
一
頁
で
単
純
に
提
出
す
る
仕
方
か
ら
す
る
と
、「
色
を

見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
未
だ
主
も
な
く
客
も
な
い
」
と
い
う
こ

と
で
す
か
ら
、
純
粋
経
験
と
い
う
こ
と
自
身
は
、
こ
れ
は
言
葉

の
事
柄
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
命
題
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
哲

学
の
原
理
、
ま
た
そ
の
原
理
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
言
語
テ
キ

ス
ト
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
世
界
を
一
挙
に
破
る
、
そ
う
い
う

出
来
事
で
す
か
ら
、
西
田
の
哲
学
の
立
場
は
、
非
常
に
変
わ
っ

た
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
純
粋
経
験

を
そ
れ
だ
け
独
立
に
出
来
事
と
し
て
と
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
言
葉
以
前
で
す
ね
、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
以

前
で
す
。『
善
の
研
究
』
の
第
一
頁
に
純
粋
経
験
が
出
て
き
ま
す

が
、
そ
の
第
一
頁
以
前
で
す
ね
。
そ
れ
が
は
じ
め
て
言
葉
に
な

っ
て
純
粋
経
験
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
言
葉

に
な
る
と
こ
ろ
が
、
純
粋
経
験
と
い
う
出
来
事
が
お
こ
っ
た
当

の
場
所
に
接
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
な

り
ま
す
。
そ
と
か
ら
み
た
ら
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
そ
ら
く
哲
学
の
主
流
は
純
粋
経
験
と
い
う
よ
う
な
も

の
は
な
い
と
い
う
立
場
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
純
粋
経
験
に

な
ん
と
な
く
惹
か
れ
る
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
も
、
思
索
の
事

柄
と
し
て
の
純
粋
経
験
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
純
粋
経
験

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
純
粋
な
も
の
を
感
じ
て
、
親
し
み
を
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も
つ
人
た
ち
も
事
実
あ
る
ん
で
す
ね
。

今
言
お
う
と
思
っ
た
こ
と
は
「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と

し
て
す
べ
て
を
説
明
し
た
い
」
と
い
う
文
章
の
中
に
は
も
う
一

つ
の
レ
ベ
ル
に
、「
純
粋
経
験
は
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う

原
則
が
あ
っ
て
、
原
則
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
妥

当
す
る
も
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
で
終

り
で
は
な
く
て
、
更
に
も
う
一
つ
上
の
レ
ベ
ル
に
、
こ
の
原
則

の
中
で
は
純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
る
そ
の
元
の
出

来
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
要
で
す
。
西
田
哲
学
の
理
解
に
は

そ
こ
ま
で
の
射
程
が
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
元
の
出

来
事
の
レ
ベ
ル
、
こ
れ
は
こ
れ
で
独
立
し
う
る
も
の
で
、
こ
れ

だ
け
取
り
出
せ
ば
、
大
拙
の
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
の
も
、
こ
の
出

来
事
に
な
る
し
、
禅
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な

出
来
事
が
た
く
さ
ん
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
長
年
坐
禅
し
て
修

行
し
て
も
ど
う
し
て
も
悟
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
が
あ
っ
て

―
―

こ
れ
は
多
く
の
人
の
経
験
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
、

積
ん
で
あ
っ
た
薪
が
ガ
ラ
ガ
ラ
っ
と
く
ず
れ
た
そ
の
音
で
、
悟

っ
た
と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
実
際
何
が
起
こ
っ
た
か
、

そ
れ
が
自
覚
化
さ
れ
る
と
、
大
乗
仏
教
の
伝
統
的
な
言
葉
で
は

「
覚
」
と
い
う
出
来
事
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
突

破
」
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
西
田
に
お
け
る
「
哲
学

の
原
理
」
に
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
哲
学

の
歴
史
の
中
で
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
原
則
に
対
し
て
西
田
の

原
則
が
ど
う
い
う
位
置
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
た
「
す
べ
て
」、
こ
れ
は
『
善
の
研
究
』
が
テ
キ
ス
ト

と
し
て
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
説
明
の

仕
方
か
、
哲
学
と
し
て
問
題
が
複
雑
に
で
て
き
ま
す
。
西
田
の

哲
学
の
根
本
性
格
を
十
分
見
て
い
く
た
め
に
は
そ
う
い
う
問
題

の
解
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
私
も
何
回
か
こ
だ
わ

っ
て
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
時
間
の
都
合
も
あ
り
、

今
日
は
立
入
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
回
だ
け
繰
り
返
し
ま
す
と
、
大
拙
の
ガ
タ
ガ
タ
と
、

世
界
に
お
い
て
思
想
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態

が
あ
り
ま
す
。
ガ
タ
ガ
タ
と
い
う
の
は
一
番
上
の
Ａ
の
レ
ベ
ル

で
す
。
そ
れ
か
ら
思
想
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の

は
一
番
下
の
、
西
田
が
世
界
を
説
明
し
て
み
た
い
と
い
う
と
こ

ろ
で
展
開
し
た
こ
と
で
す
ね
。
こ
こ
を
Ｃ
の
レ
ベ
ル
と
し
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
一
つ
の
原
則(

Ｂ
の
レ
ベ
ル)

が
必
要
で
、
西
田
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の
場
合
、
原
則
は
、
こ
の
上
の
Ａ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
。
西
田
の
思
索
が
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
レ

ベ
ル
で
と
い
い
ま
す
と
、
Ａ
か
ら
Ｂ
、
Ｃ
と
展
開
す
る
、
そ
う

い
う
方
向
と
、
Ｃ
か
ら
Ｂ
、
Ａ
と
い
う
ふ
う
に
根
源
を
求
め
て

い
く
よ
う
な
方
向
と
両
方
の
方
向
が
連
動
し
て
成
立
す
る
も
の

で
す
が
、
上
か
ら
展
開
す
る
方
向
と
い
う
と
、
Ａ
の
出
来
事
と

し
て
の
純
粋
経
験
、
そ
れ
と
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ

る
」
と
い
う
原
則
が
お
か
れ
る
そ
の
レ
ベ
ル
と
の
間
、
こ
れ
は

実
際
禅
の
歴
史
の
中
で
繰
り
返
し
、
言
葉
の
場
所
に
な
っ
た
も

の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
下
の
Ｃ
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
き
て
、「
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
成
立
し
た
哲
学
と
同
じ
体
裁
で
の
Ｃ
を
展
開
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
西
田
に
お
い
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
。

今
度
は
逆
に
言
う
と
、
哲
学
の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
、
そ

の
基
礎
に
な
る
第
一
原
理
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
自
身

の
営
み
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
す
（
こ
れ
は
古
典
的
哲
学
に
お

い
て
言
う
べ
き
で
現
在
で
は
そ
の
ま
ま
通
用
し
な
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
）。
と
こ
ろ
が
、今
の
純
粋
経
験
の
哲
学
に
お
い
て
は
、

原
則
よ
り
も
う
一
つ
上
の
レ
ベ
ル
ま
で
遡
源
し
て
ゆ
き
ま
す
。

原
則
の
レ
ベ
ル
で
は
言
葉
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が

示
す
も
の
は
言
葉
を
超
え
た
言
葉
を
上
回
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
そ
こ
ま
で
哲
学
の
根
源
を
求
め
る
思
索
の
歩
み
が
、
遡
っ

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
や
は
り
西
田
に
お
い
て
初
め

て
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
思
索
の
質
の
違
い
と
か
思
索
の

空
間
の
広
さ
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
見
て
み
ま
す
と
、
思
索
の

同
じ
よ
う
な
立
体
性
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
直
観―

イ
メ
ー
ジ―

概
念
）
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
形
而
上
学
の
三
種
の
言
葉
）
に
も
見

ら
れ
ま
す
。
西
田
の
場
合
と
は
少
し
違
い
ま
す
が
。

以
上
、
西
田
の
思
索
の
出
発
点
に
大
き
な
出
来
事
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
ま
し
た
。
後
は
で
す
ね
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
展
開

し
て
一
九
四
五
年
の
四
月
か
ら
書
か
れ
た
最
後
の
長
篇
論
文
、

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
ま
で
い
く
わ
け
で
す
。
第
四

版
の
全
集
で
す
と
一
一
巻
ま
で
が
印
刷
さ
れ
た
論
文
で
す
。
そ

そ
の
間
に
は
い
ろ
い
ろ
展
開
も
あ
る
し
用
語
も
ち
が
っ
て
く
る

し
、
新
し
い
用
語
も
で
き
て
く
る
し
、
純
粋
経
験
と
い
う
こ
と

だ
け
で
西
田
の
思
索
を
見
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
最
後
ま

で
通
し
て
み
て
、
共
通
し
て
テ
キ
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
た
西
田
の

TZ 4 Ueda2.indd   67 2005/06/13   14:13:11



68 

思
索
の
特
色
を
取
り
出
せ
る
と
思
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て

み
ま
し
た
。

そ
の
特
色
は
、
西
田
の
哲
学
が
現
在
ど
う
い
う
意
義
を
持
つ

の
か
と
、
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、

実
体
と
い
う
の
を
基
礎
に
し
て
き
た
哲
学
の
伝
統
に
対
し
て
、

西
田
で
は
場
所
が
基
礎
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
自
同
性
、
自

己
同
一
性
、
そ
れ
が
論
理
の
原
則
で
あ
る
よ
う
な
思
索
の
仕
方

に
対
し
て
、
西
田
は
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま

す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
理
性
と
感
性
を
最
初
か
ら
違
う
も
の
だ
と

し
て
お
い
て
理
性
と
感
性
の
働
き
が
ど
う
い
う
形
で
統
一
さ
れ

る
か
、
総
合
さ
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
西

田
は
最
初
か
ら
ち
が
っ
て
、
感
性
の
中
に
ひ
ら
め
く
理
性
を
み

よ
う
と
す
る
考
え
方
が
働
い
て
い
ま
す
。
形
式
的
で
す
が
一
番

は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
、
主
観
・
客
観
と
い
う
枠
に
つ
い
て

で
す
。
西
田
は
こ
れ
を
も
の
を
経
験
し
た
り
、
も
の
を
感
じ
た

り
、
も
の
を
考
え
た
り
す
る
基
礎
的
な
枠
と
し
て
考
え
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
主
観
・
客
観
と
い
う
枠
も
、
思
索
が
仮
に

作
り
出
し
た
も
の
、
仮
設
し
た
も
の
で
あ
る
と
。
い
っ
さ
い
主

観
・
客
観
と
い
う
こ
と
が
無
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。

主
観
・
客
観
の
枠
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
で
な
く
て
、
主
観
・
客
観

以
前
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
直
接
し
て
、
そ
こ

か
ら
主
観
・
客
観
を
再
構
築
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
仕
方
で
す
。

構
築
さ
れ
た
も
の
は
従
っ
て
、
基
本
的
に
オ
ー
プ
ン
な
性
格
を

も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
絶
対
に
こ
う
な
っ
て
る
と
い
う
の

で
は
な
く
て
。『
善
の
研
究
』
も
著
作
と
し
て
は
あ
あ
い
う
体
系

に
開
か
れ
て
い
い
ま
す
が
ま
た
単
純
に
も
と
の
純
粋
経
験
に
戻

る
と
い
う
か
、
極
端
に
言
え
ば
消
し
去
る
こ
と
い
う
こ
と
も
可

能
で
あ
る
よ
う
な
体
系
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
「
絶

対
無
」
と
い
う
後
の
基
本
術
語
に
も
通
じ
て
ゆ
き
ま
す
。
あ
る

い
は
ま
た
、「
色
を
見
、
音
を
聞
く
」
と
、
そ
こ
だ
け
と
る
と
普

通
に
は
感
覚
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
西
田
の
場

合
は
、
そ
の
感
覚
に
、
発
展
的
に
は
後
か
ら
出
て
く
る
形
に
な

っ
て
い
る
意
志
だ
と
か
思
惟
、
構
想
力
、
直
観
な
ど
が
最
初
か

ら
感
覚
と
言
わ
れ
る
も
の
な
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

極
端
に
言
え
ば
、
西
田
が
最
後
に
実
際
に
言
う
の
で
す
が
、「
色

を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
と
い
う
感
覚
は
そ
の
ま
ま
、
神
の
光

を
観
る
と
い
う
、
そ
こ
ま
で
ず
っ
と
直
通
し
て
い
ま
す
。
目
に

見
え
る
も
の
が
目
に
見
え
な
い
も
の
ま
で
通
じ
て
い
く
。
そ
う
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い
う
こ
と
が
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
起
こ
る
、
そ
れ
が
西

田
の
純
粋
経
験
で
す
。

あ
と
形
式
的
で
す
が
、
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
を
列
挙

し
て
み
ま
す
。

第
一
に
、
実
在
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
真
実
在
と
い
う
こ
と

が
根
本
問
題
で
あ
る
こ
と
。
最
初
期
の
「
主
客
を
没
し
た
真
実

在
」
か
ら
、
後
期
の
「
真
の
歴
史
的
実
在
」
に
至
る
ま
で
、
主

題
か
ら
す
れ
ば
西
田
に
と
っ
て「
哲
学
は
真
実
在
の
学
」で
し
た
。

（
上
田
閑
照
『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
一
年
）

三
六
二
頁
。

伝
統
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
こ
れ
は
差
し
あ
た
っ
て
形
而
上

学
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
形
而
上
学

が
普
通
は
感
覚
の
世
界
を
超
え
て
、
よ
り
高
い
も
の
を
求
め
る

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
く
の
に
た
い
し
て
、
西
田
は
逆
に
「
色

を
見
、
音
を
聞
く
」
と
い
う
そ
の
只
中
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
と
い

う
新
し
い
形
を
と
っ
た
形
而
上
学
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

第
二
に
、
そ
の
実
在
の
実
在
性
が
一
貫
し
て
主
客
を
包
む
と

こ
ろ
に
見
ら
れ
る
こ
と
。
主
客
未
分
の
純
粋
経
験
も
、
中
期
の

主
客
相
反
す
る
も
の
の
同
一
の
場
所
も
、
後
期
の
矛
盾
的
自
己

同
一
も
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
第
三
に

そ
の
実
在
は
、
具
体
性
と
究
極
性
を
張
り
渡
す
動
性
に
お
い
て

み
ら
れ
て
い
る
こ
と
。『
善
の
研
究
』
の
場
合
は
感
覚
の
先
端
か

ら
神
ま
で
、
後
に
は
歴
史
的
身
体
か
ら
絶
対
無
ま
で
。
従
っ
て

西
田
の
思
索
は
、「
純
粋
経
験
の
哲
学
」
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、

経
験
論
と
形
而
上
学
と
実
存
哲
学
と
の
未
分
の
原
域
か
ら
始
ま

り
、
意
識
論
と
実
在
論
と
実
存
論
と
の
照
応
し
あ
う
立
体
域
を

動
い
て
い
ま
す
。（
同
書　

三
六
三
頁
）。
た
と
え
ば
、
場
所
と

い
う
考
え
方
が
最
初
に
大
き
く
展
開
さ
れ
る
の
は
判
断
論
に
お

い
て
で
す
ね
。
し
か
し
、
西
田
の
場
合
に
は
そ
の
判
断
論
そ
の

も
の
が
単
に
論
理
の
こ
と
と
し
て
で
は
な
く
て
、
意
識
の
あ
り

方
と
し
て
問
題
に
な
り
、
そ
し
て
意
識
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、

意
識
と
い
う
も
の
だ
け
を
取
り
出
し
て
考
察
す
る
も
の
で
は
な

く
て
、
も
の
が
知
ら
れ
る
と
い
う
と
き
は
、
同
時
に
そ
れ
が
実

在
論
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
意
識

論
と
実
在
論
、
こ
れ
は
西
田
の
場
合
相
互
透
入
と
い
う
か
、
も

と
も
と
純
粋
経
験
と
い
う
の
が
そ
う
で
す
ね
。

第
四
に
は
、
唯
一
の
実
在
と
説
明
さ
る
べ
き
「
す
べ
て
」、
と

い
う
こ
と
。「
純
粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
説
明
し
て
み
た
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い
」
と
い
う
と
き
に
、
唯
一
と
い
う
こ
と
と
す
べ
て
と
い
う
こ

と
が
で
て
き
ま
す
。こ
の
場
合
の「
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」

の
「
す
べ
て
」
は
、
一
挙
に
一
切
を
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
一
即
一
切
と
か
一
切
即
と
か
、
こ
れ
は
大

乗
仏
教
の
思
想
の
中
で
繰
り
返
し
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

そ
の
と
き
の
一
即
一
切
、
一
切
即
と
い
う
の
は
全
体
を
ぎ
ゅ
っ

と
握
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
西
田
が
「
す
べ
て
を
説

明
し
た
い
」
と
い
う
の
は
区
別
と
差
別
を
含
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
一
つ
の
連
関
で
捉
え
て
み
た
い
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
一
と
多
の
構
造
が
存
在
・
論
理
の
問
題
と
し

て
は
じ
め
か
ら
強
く
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

西
田
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
場
合
基
本
的

に
は
、「
一
に
も
多
に
も
基
底
を
お
か
ず
」、
動
的
な
無
元
論
的

多
次
元
論
と
で
も
い
い
う
る
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

『
善
の
研
究
』
の
場
合
も
、
純
粋
経
験
と
い
う
も
の
を
一
元
論
的

な
意
味
で
唯
一
の
原
理
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
純
粋

経
験
と
い
う
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。色
を
見
、音
を
聞
く
刹
那
、

未
だ
主
も
な
く
客
も
な
く
と
い
う
出
来
事
が
根
本
で
す
。
自
発

自
転
に
お
け
る
多
へ
の
差
異
化
は
「
程
度
の
差
」
と
「
見
方
の

相
違
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
通
常
質
的

な
差
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
「
程
度
の
差
」
と
し
て
あ
ら

わ
れ
て
く
る
飛
躍
的
に
新
し
い
見
地
が
開
か
れ
、
ま
た
「
主
も

な
く
客
も
な
い
」
と
こ
ろ
に
、
観
点
を
移
動
し
う
る
自
由
が
開

か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
多
は
自
覚
の
立
場
で
は
「
種
々
の
世

界
」、
場
所
の
立
場
で
は
場
所
の
多
様
性
と
重
層
性
で
出
さ
れ
て

い
ま
す
。「
一
と
多
」
の
形
式
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
初
期
に

は
そ
の
相
即
の
面
が
、
の
ち
に
は
次
第
に
否
定
性
を
は
さ
ん
だ

矛
盾
の
面
が
強
く
出
さ
れ
て
き
ま
す
。
初
期
に
は
一
と
多
を
純

粋
経
験
の
自
発
自
転
、
実
在
の
分
化
発
展
と
い
う
有
機
的
運
動

が
つ
な
ぎ
、
の
ち
に
は
一
と
多
の
非
連
続
の
連
続
が
強
調
さ
れ
、

そ
し
て
こ
れ
が
「
一
と
多
の
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
「
実

在
の
論
理
」
の
骨
組
を
な
し
て
い
き
ま
す
。（
同
書　

三
六
三
ー

三
六
四
頁)

。

そ
れ
か
ら
、『
善
の
研
究
』
の
序
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
説

明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
、「
説
明
」
へ
の
関
心
が
思
索
を
動
か

し
て
い
ま
す
。
最
後
の
「
宗
教
論
」
に
も
「
説
明
」
と
い
う
こ

と
が
で
て
き
ま
す
。「
宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者

が
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
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学
者
は
こ
の
心
霊
の
事
実
を
説
明
せ
な
け
れ
な
ら
な
い
」
と
。

や
は
り
こ
こ
で
も
哲
学
固
有
の
課
題
と
し
て
「
説
明
」
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
仕
方
で
与
え

ら
れ
て
く
る
事
実
の
事
実
性
を
尊
重
す
る
と
共
に
、
そ
れ
だ
け

に
、
哲
学
の
課
題
と
し
て
の
説
明
と
い
う
こ
と
に
、
西
田
は
特

に
大
き
な
意
味
を
与
え
て
い
る
と
い
え
ま
す
。「
事
実
の
事
実

性
」
に
触
れ
て
そ
れ
を
説
明
し
う
る
と
こ
ろ
に
、
思
索
の
根
源

性
を
見
る
わ
け
で
す
。
理
と
事
と
い
う
こ
と
で
は
、
哲
学
の
ね

ら
い
は
理
事
無
礙
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
無
礙
と
い

う
と
ス
ム
ー
ス
な
感
じ
に
な
り
ま
す
が
、
西
田
の
テ
キ
ス
ト
は

決
し
て
ス
ム
ー
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
行
き
詰
り
な

が
ら
、
難
路
を
歩
ん
で
い
き
ま
す
。
簡
単
に
説
明
し
て
済
ま
す

と
説
明
が
事
実
か
ら
浮
い
た
も
の
に
な
り
ま
す
ね
。
説
明
そ
の

も
の
の
根
源
性
は
、
理
で
は
な
い
事
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
う

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
西
田
は
考
え
ま
し
た
。「
物
と
な

っ
て
考
え
る
」
と
い
う
西
田
の
言
葉
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ

と
、こ
れ
は
そ
れ
と
し
て
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。ち
な
み
に
、

西
谷
啓
治
が
思
索
の
最
後
の
課
題
と
し
た
も
の
も
、
理
事
無
礙

の
立
場
で
は
な
く
て
、
や
は
り
、
理
が
消
え
た
よ
う
な
事
と
事
、

こ
れ
が
ど
う
い
う
か
か
わ
り
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

『
宗
教
と
は
何
か
』
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
の
超
克
と
い
う
テ
ー
マ
が
示
す
よ
う
に
、
虚
無
と
空
を
め
ぐ

っ
て
、「
空
の
立
場
」
で
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に

通
り
抜
け
る
と
い
う
仕
方
で
し
か
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
経
験

を
踏
ま
え
て
の
思
索
で
、
虚
無
を
超
え
た
空
の
立
場
の
あ
り
方

が
い
ろ
い
ろ
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
特
徴
的
な

言
葉
と
し
て
「
回
互
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
違

う
も
の
が
お
互
い
に
相
手
に
な
り
あ
う
と
い
う
関
係
で
す
が
、

も
と
は
仏
教
の
術
語
で
す
。
で
、
西
谷
先
生
が
そ
れ
を
特
に
つ

か
っ
た
の
は
、
大
乗
仏
教
の
文
法
で
い
う
と
、
縁
起
／
無
自
性
／

空
の
、
縁
起
と
い
う
と
こ
ろ
を
西
谷
は
特
に
回
互
と
い
う
言
葉

で
際
立
て
て
展
開
し
て
い
っ
た
ん
で
す
が
、
最
晩
年
に
な
る
と
、

回
互
に
対
し
て
不
回
互
と
言
う
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
本
当
の
事

と
い
う
の
は
、
も
う
そ
れ
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
と

ど
こ
か
つ
な
が
り
あ
う
と
い
う
こ
と
が
す
っ
か
り
な
い
、
つ
な

が
り
を
突
き
破
っ
て
突
き
出
た
も
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
よ
う

な
不
回
互
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
見
て
、
そ
し
て
回
互
と
不
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回
互
の
相
即
と
い
う
こ
と
を
見
ま
す
。「
即
」
と
い
う
と
、「
一

即
多
、
多
即
一
」
と
い
う
と
な
に
か
滑
ら
か
に
円
転
す
る
よ
う

な
感
じ
で
す
が
、
こ
こ
で
西
谷
は
、
即
そ
の
も
の
を
不
回
互
で

切
っ
た
上
で
の
こ
と
と
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

そ
の
「
説
明
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
理
事
無
礙
的
な
、

事
の
動
脈
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
レ
ン
ト
ゲ
ン
で
照
ら

し
だ
す
よ
う
に
事
の
中
に
理
を
見
る
の
で
は
な
い
と
。
も
う
何

も
の
も
触
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
、
そ
う
い
う
事
で
す
ね
。
最

後
に
は
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
し
か
も
、
そ
う
い
う
事
と
事
と

が
ど
う
か
か
わ
り
う
る
の
か
、
そ
こ
に
「
現
実
の
世
界
」
の
最

後
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
事
実
は
事
実
と
し
て
あ
く
ま
で
直
接

に
理
か
ら
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
正
に
そ
の
よ
う
な
事

実
を
説
明
す
る
と
い
う
、
そ
の
仕
方
で
今
度
は
理
の
方
が
根
源

性
を
獲
得
し
得
る
。
そ
う
い
う
い
う
あ
り
方
を
西
田
は
求
め
て

い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
や
は
り
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
と
い
う
具
合

に
は
い
か
な
く
な
っ
て
、
結
局
は
矛
盾
そ
の
も
の
が
原
理
で
あ

る
よ
う
な
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る

わ
け
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
説
明
と
い
う
こ
と
を
西
田
は

大
き
く
哲
学
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
事

実
の
事
実
性
の
尊
重
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
西
田
に
お
い
て
は
、
真
実
在
へ
の
直
接
関
心
と
包
括
的

な
説
明
へ
の
理
論
的
関
心
と
の
二
重
関
心
に
よ
っ
て
そ
の
思
索

が
導
か
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
反
省
以
前
と

反
省
と
の
不
均
質
空
間
が
思
索
の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

時
計
を
見
ま
し
た
ら
八
時
近
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
途
中

で
す
け
れ
ど
も
や
め
て
お
き
ま
す
。
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上
田
閑
照
博
士
（
以
下
、
氏
と
略
記
）
の
研
究
領
域
は
、
本

大
会
で
は
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」、「
西
田
哲
学
」
そ
し
て
「
宗

教
と
は
何
か
」の
三
領
域
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
西

田
哲
学
」
の
究
明
は
、「
純
粋
経
験
」
を
中
心
に
し
て
約
二
十
年

間
も
続
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
一
点
を
挙
げ
た
だ
け
で
も
、

上
田
氏
の
思
索
力
が
如
何
に
強
靭
で
あ
る
か
が
窺
え
る
。
更
に
、

西
田
の
「
純
粋
経
験
」
の
究
明
に
際
し
て
は
、
上
田
氏
の
二
十

代
後
半
に
禅
の
言
葉
に
触
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
「
経
験
と

言
葉
」
の
問
題
が
同
時
に
掘
り
下
げ
ら
れ
、
上
田
氏
本
来
の
、

独
自
の
哲
学
的
探
求
領
域
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、

『
善
の
研
究
』
の
「
純
粋
経
験
」
や
廓
庵
禅
師
の
『
十
牛
図
』
の

長
期
に
亘
る
究
明
の
土
台
の
上
に
、
独
自
の
哲
学
が
形
成
さ
れ

て
き
て
い
る
。
そ
の
萌
芽
は
、
既
に
一
九
八
一
年
に
南
山
宗
教

文
化
研
究
所
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
絶
対
無
と
神
』
に
所
収
の
「
西

田
哲
学
に
お
け
る
宗
教
理
解
」
に
お
い
て
明
白
に
見
ら
れ
る
。

『
上
田
閑
照
集
』
が
既
に
完
成
し
て
い
る
現
時
点
で
は
、
上
田

哲
学
は
、
絶
対
無
の
「
場
所
の
論
理
」
を
基
礎
と
し
た
場
所
の

形
而
上
学1

と
し
て
の
「
言
葉
の
人
間
存
在
論2

」
と
そ
の
展
開
を

核
心
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
絶
対
無

の
場
所
で
の
「
我
」
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
我
は
我
な
ら
ず
し

て
我
な
り
」で
あ
り
、そ
の
自
覚
の
表
現
が
問
題
に
な
る
時
に
は
、

言
葉
の
原
出
来
事
と
し
て
の
「
根
源
語3

」、「
言
葉
世
界
」
に
対

し
て
の
、
虚
空
／
世
界
を
表
し
映
す
「
言
葉
の
世
界4

」
そ
し
て

言
葉
の
「
虚
・
実
」
性5

が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
の
上
で
、
上
田
哲
学
の
形
成
途
上
に
お

け
る
「
西
田
哲
学
」
の
究
明
の
ポ
イ
ン
ト
を
、『
上
田
閑
照
集
』

に
添
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
簡
単
に
概
観
し
て
み
た
い
。

『
上
田
閑
照
集
』
に
お
け
る
西
田
哲
学
の
思
索

（「
経
験
／
自
覚
／
場
所
」）

「
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
と
い
う
「
純
粋
経
験
」
の
実
例

で
は
、
①
色
を
見
、
音
を
聞
く
と
い
う
経
験
の
契
機
、
②
主
客

を
包
む
真
実
在
、
③
真
の
自
己
と
い
う
実
在
の
契
機
、
の
三
者

レ
ス
ポ
ン
ス

花
岡
永
子
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が
一
で
あ
る
こ
と
が
開
き
示
さ
れ
、
し
か
も
そ
こ
で
、「
我
」
で

は
な
く
「
純
粋
経
験
」
の
自
覚
が
言
葉
を
絶
し
た
と
こ
ろ
で
の

経
験
か
ら
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
上
田
哲
学
が
西
田
哲
学

を
究
明
す
る
時
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る6

。

上
田
氏
の
西
田
哲
学
と
の
出
会
い
は
、『
上
田
閑
照
集
』
第
一

巻
「
後
記
」
に
よ
る
と
、次
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、第
一
に
は
、

一
九
五
九
年
の
ド
イ
ツ
留
学
の
四
〜
五
年
前
か
ら
居
士
禅
会
に

属
し
て
臨
済
禅
の
師
家
の
下
で
禅
の
道
を
歩
み
始
め
、
そ
の
途

上
で
「
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
」
が
思
想
的
論
究
の
課
題
と
な
り
、

更
に
、元
来
思
想
で
は
な
い
禅
が
世
界
に
出
る
時
に
は「
世
界
禅
」

と
し
て
、
思
想
で
は
な
い
と
同
時
に
「
思
想
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
鈴
木
大
拙
の
生
涯
が
果
た
し
た
使
命
に
強

く
影
響
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
第
二
に
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら

の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
の
客
員
講
義
に
始
ま
る
約
三
十
年
の

ド
イ
ツ
語
に
よ
る
学
問
的
な
活
動
に
お
け
る
「
現
場
的
な
出
会

い
」
に
お
い
て
、
西
田
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
縁
と
経
歴
に
よ
っ
て
上
田
氏
は
、

鈴
木
大
拙
を
通
し
て
西
田
幾
多
郎
に
出
会
っ
て
い
る
と
語
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
出
会
い
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
上
田
氏
の

「
西
田
観
」
は
、
以
下
の
二
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
即
ち
、

先
ず
第
一
に
「
言
葉
が
破
ら
れ
て
初
め
て
事
柄
そ
の
も
の
に
ぶ

つ
か
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
言
葉
へ
の
新
た
な
原
動
力
と
な
り

…
（
省
略
）
…
そ
の
極
限
的
な
出
来
事7

」
が
西
田
の
「
純
粋
経

験
」
で
あ
る
と
い
う
見
方
。
第
二
は
、
西
洋
で
成
立
し
た
反
省

の
学
と
し
て
の
哲
学
と
東
洋
の
行
と
し
て
の
「
禅
」
に
関
し
て
、

「
東
洋
と
西
洋
と
が
共
に
《
於
い
て
あ
る
場
所
》、
東
洋
と
西
洋

を
包
む
一
つ
の
《
開
け
》
が
限
り
な
く
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い8

」と
い
う
こ
と
と
連
関
し
て
西
田
は
海
を
愛
し
た
。が
、

や
が
て
座
禅
が
西
田
を
真
の「
開
け
」へ
と
開
い
た
と
い
う
見
方
。

つ
ま
り
、「
世
界
の
歴
史
の
上
で
初
め
て
《
禅
》
の
歴
史
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
《
哲
学
》
の
歴
史
と
が
本
当
に
出
会
っ
た9

」
と
い
う

理
解
で
あ
る
。
限
り
な
い
開
け
で
の
こ
の
出
会
い
で
、「
禅
は
哲

学
に
対
し
て
そ
の
原
理
の
根
源
性
を
問
い
、
逆
に
哲
学
は
禅
に

対
し
て
そ
の
世
界
建
立
の
道
筋
と
具
体
性
を
問
う
と
い
う
仕
方

で
、
双
方
が
問
い
合
う
い
わ
ば
問
い
の
磁
場
が
成
立0

」
し
、
そ

こ
で
「
反
省
」
の
可
能
性
が
新
し
く
回
復
さ
れ
て
反
省
の
哲
学

と
し
て
の
道
が
開
か
れ
た
。
が
、『
善
の
研
究
』
で
は
、
反
省
が

働
い
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
を
反
省
す
る
と
い
う
「
哲
学
の
立
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場
を
基
礎
づ
け
」
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
純
粋
経
験
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
て
を
説
明
す
る
こ

と
に
働
く
反
省
と
の
関
係
を
主
題
化
し
て
い
る
の
は
、『
自
覚
に

於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

「
純
粋
経
験
の
自
覚
」
の
面
と
「
反
省
の
反
省
」
の
面
と
が
相
互

に
浸
透
し
合
っ
て
、「
場
所
」
が
主
題
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
西
田
の
経
験
／
言
葉
／
場
所
が
一
つ
の
連
関
の
う
ち
で
理

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
次
の
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
即
ち
、「
純
粋
経
験
／
自
覚
／
場
所
」
と
い
う
西
田
の

思
索
展
開
の
根
本
洞
察
に
よ
っ
て
、「
あ
る
」と
は「
於
い
て
あ
る
」

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
「
於
い
て
あ
る
場
所
」
と
「
於
い
て

あ
る
も
の
」
と
い
う
相
互
に
補
充
し
合
う
、
西
田
の
二
大
基
本

術
語
が
生
ま
れ
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
で
の

「
イ
デ
ヤ
を
受
け
取
る
場
所
」
と
質
的
に
相
違
す
る
次
の
三
点
が

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
がa

。
即
ち
、
①
『
場
所
の
自
己
限
定
』
な

い
し
場
所
に
「
於
い
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
個
物
」
や
「
個
」

が
明
確
に
現
れ
て
い
る
こ
と
。
②「
場
所
」が
具
体
的
に「
世
界
」

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
「
創
造
的
世
界
の
」
の
反

面
に
「
不
安
動
揺
」
の
世
界
、歴
史
的
世
界
の
悲
劇
性
が
語
ら
れ
、

個
と
世
界
の
両
面
か
ら
「
場
所
」
が
究
明
さ
れ
、
様
々
な
場
所

の
重
層
性
を
辿
り
な
が
ら
「
絶
対
無
の
場
所
」
の
開
示
に
至
っ

た
こ
と
。
③
「
場
所
」
が
基
本
術
後
に
な
っ
た
当
初
か
ら
、矛
盾
、

生
滅
、
生
死
の
問
題
が
、
西
田
の
思
索
の
中
心
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
、
が
。

後
期
の
西
田
哲
学
で
は
、「
弁
証
法
的
一
般
者
」
と
し
て
の
世

界
の
「
論
理
的
構
造
が
」
が
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
定

式
化
さ
れ
、
こ
れ
が
、
西
田
の
最
晩
年
に
は
「
逆
対
応
」
と
「
平

常
底
」
に
分
節
分
肢
す
る
こ
と
も
、『
上
田
閑
照
集
』
に
克
明
に

示
さ
れ
て
い
るb

。
先
ず
、
矛
盾
の
故
に
動
態
で
も
あ
る
「
矛
盾

的
自
己
同
一
」
が
「
原
動
態
」
と
し
て
の
「
作
ら
れ
た
も
の
か

ら
作
る
も
の
へ
」
と
定
式
化
さ
れ
、そ
こ
に
世
界
の
「
原
歴
史
性
」

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世
界
に
「
於
い
て
あ
る
」
場
所

的
自
己
が
「
歴
史
的
身
体
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、「
世
界
」
に

「
於
い
て
あ
る
」
根
本
的
な
あ
り
方
が
「
行
為
的
直
観
」
で
あ
る

と
明
示
さ
れ
て
い
るc

。
そ
こ
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
の
「
被
投

的
企
投
性
」
と
西
田
で
の
「
行
為
的
直
観
」
と
の
世
界
理
解
に

お
け
る
基
礎
的
相
違
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
るd

。
こ
こ
で
の
説
明
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は
、
西
田
の
論
文
で
の
説
明
よ
り
も
遥
か
に
分
か
り
易
い
。

『
上
田
閑
照
集
』
に
お
け
る
西
田
哲
学
の
形
成
に

お
け
る
「
禅
と
哲
学
」
の
理
解

西
田
幾
多
郎
は
、
二
十
六
才
の
時
か
ら
参
禅
に
励
み
、

二
十
八
才
か
ら
は
生
死
解
脱
に
向
か
っ
て
参
禅
に
「
全
身
心
を

投
入e

」
し
始
め
る
。
し
か
し
、
西
田
に
と
っ
て
は
、
一
方
の
禅

は
自
己
の
根
源
に
徹
す
る
問
題
で
あ
り
、
他
方
の
世
界
の
統
一

的
把
握
と
し
て
の
哲
学
は
「
世
界
の
自
覚
」
で
あ
っ
た
と
示
さ

れ
るf

。
そ
れ
は
、
上
田
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
西
田
哲
学
が

「
A
、
禅
の
出
来
事
、
B
、
禅
思
想
の
根
本
句
、
C
、
哲
学
」
と

い
う
A―

B―

C
の
三
重
の
次
元
的
連
関
を
、
禅
か
ら
始
ま
る

A�

B�

C
展
開
の
方
向
か
ら
と
、
哲
学
か
ら
始
ま
る
C�

B�

A
遡
源
の
方
向
の
相
互
に
逆
方
向
を
な
す
二
つ
の
動
性
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
と
見
な
さ
れ
て
い
るg

か
ら
で
あ
ろ
う
。

西
田
に
よ
る
禅
の
哲
学
へ
の
「
換
骨
奪
胎
」
は
、『
上
田
閑
照

集
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
中
性
化

非
定
言
化
に
よ
っ
て
禅
は
非
禅
化
し
つ
つ
自
ら
を
哲
学
の
自
律

に
委
ね
得
たh

」
と
。
し
か
も
、「
禅
と
哲
学
」
の
「
と
」
は
、「
自

覚
」
と
理
解
さ
れ
、自
覚
に
お
い
て
禅
と
哲
学
が
結
び
つ
くi

、と
。

更
に
、
西
田
哲
学
に
お
け
る
鈴
木
大
拙
の
影
響
が
、
詳
説
さ
れ

て
い
るj

。
最
後
的
に
は
、
大
拙
で
の
「
大
乗
仏
教
特
有
の
霊
性

的
自
覚
の
論
理
」
と
し
て
自
覚
化
し
た
「
即
非
の
論
理k

」
は
、

西
田
で
は「
矛
盾
的
自
己
同
一
の
場
所
的
論
理
」に
基
づ
い
た「
即

非
の
般
若
的
立
場
か
ら
人ジ
ン

と
い
う
も
の
即
ち
人
格
を
出
し
たl

」

こ
と
に
対
応
す
る
、
と
。

『
上
田
閑
照
集
』
に
お
け
る
「
経
験
と
言
葉
」
の

問
題

上
田
哲
学
の
核
心
を
な
す
「
言
葉
の
人
間
存
在
論
」
は
、
既

述
の
よ
う
に
、「
経
験
と
言
葉
」
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
初
期
か

ら
萌
芽
の
形
で
入
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
連
関
し
て
、
西
田

が
経
験
を
「
考
え
る
」
立
場
で
は
な
く
、
経
験
を
真
に
「
経
験

す
る
」
方
向
で
経
験
の
経
験
た
る
所
以
を
経
験
し
よ
う
と
し
て

い
るm

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
言
葉
の
原
出
来
事
と

し
て
の
「
根
源
語
」
が
、即
ち
「
言
葉
か
ら
出
て
、言
葉
に
出
る
」

運
動
の
極
限
態n

が
「
純
粋
経
験
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
開
か
れ
る
「
言
葉
の
世
界
」
が
展
開
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
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「
虚
・
実o

」
と
表
現
さ
れ
る
独
特
の
現
象
が
露
わ
と
な
る
こ
と
が

究
明
さ
れ
て
い
る
。
上
田
氏
に
よ
れ
ば
、
言
葉
は
、
記
号
、
象

徴
そ
し
て
絶
対
無
を
映
す
「
虚
語p

」
と
し
て
三
様
に
働
き
、「
こ

と
」
を
表
すq

。
ま
た
、
言
葉
が
十
全
に
働
く
時
に
は
、「
虚
空
／

世
界
」
の
「
虚
存
／
実
存
」
の
成
立
と
連
動
し
て
言
葉
の
虚
性

と
実
性
の
両
用
の
働
き
が
相
補
的
に
不
可
欠
的
に
働
い
て
い
る

こ
と
が
究
明
さ
れ
て
い
るr

。

さ
て
、
言
葉
の
出
来
事
と
し
て
の
根
源
語
が
直
接
的
第
一
次

分
節
と
間
接
的
第
二
次
分
節
へ
と
自
覚
の
事
と
し
て
分
節
す
る

と
、
こ
こ
に
、
上
田
氏
の
西
田
哲
学
理
解
の
核
心
と
な
っ
て
い

る
「
覚
／
自
覚
／
《
自
己
ー
世
界
》
理
解
と
い
う
立
体
連
関s

」

が
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
、
既
述
の
A―

B―

C
連
関
と
重
な
っ

て
い
る
。
こ
の
二
重
性
の
中
で
、
こ
の
立
体
連
関
は
「
言
葉
の

人
間
存
在
論
」
へ
と
収
斂
し
て
行
き
、
上
田
氏
独
自
の
「
こ
と

ば
論
」
が
形
成
さ
れ
て
行
く
。
し
か
し
、
経
験
が
経
験
で
あ
る

所
以
を
、
根
源
語
（
A
）
に
お
く
か
、
根
本
句
（
B
）
に
お
く

か
で
、
二
種
の
経
験
理
解
が
生
じ
る
。
が
、
上
田
氏
で
は
、
経

験
と
言
葉
と
が
成
り
立
つ
場
所
、
即
ち
「
絶
対
無
の
場
所
」
で

あ
る
「
限
り
な
い
開
け
」
が
「
虚
空
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
虚
空

で
の
言
葉
が
論
究
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
言
葉
が
虚
空
を
語
る
場

合
に
は
、
そ
れ
は
「
虚
」
性
の
言
葉
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
るt

。
こ
の
究
明
に
よ
っ
て
、「
言
葉
の
人
間
存
在
論
」
が
開

示
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
禅
に
お
け
る
言
葉
が
「
虚
」
性

の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
得
た
と
言
え
る
。
と
同
時
に
、

難
渋
な
西
田
哲
学
に
お
け
る
経
験
／
自
覚
／
場
所
の
連
関
が
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
遥
か
に
明
白
と
な
っ
た
。
西
田
に
よ
っ
て
絶

対
無
の
「
場
所
の
論
理
」
が
、田
辺
に
よ
っ
て
「
種
の
論
理
」
が
、

西
谷
に
よ
っ
て
事
事
無
礙
の
「
空
の
哲
学
」
が
開
示
さ
れ
た
と

す
る
と
、
上
田
氏
に
お
い
て
は
、
絶
対
無
の
場
所
で
の
「
言
葉

の
人
間
存
在
論
」
が
開
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
以
下
の
質
問
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

問
一
、「
有
の
場
所
」
と
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
の
場
所
の
二

重
性u

と
も
言
わ
れ
て
い
る
、
世
界
の
「
虚
空
／
世
界
」
と
い
う

二
重
性
で
は
、
人
間
に
お
い
て
は
「
実
・
虚
」
存
の
、
ま
た
言

葉
に
お
い
て
は
「
言
葉
世
界
」
と
「
言
葉
の
世
界v

」
の
二
重
性

を
生
み
出
す
。
し
か
し
こ
の
二
重
性
は
、
世
界
の
世
界
自
身
に

よ
る
世
界
の
自
己
限
定
と
自
己
の
自
己
自
身
に
よ
る
自
己
限
定

と
の
相
互
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
考

TZ 4 Ueda2.indd   77 2005/06/13   14:13:15



78 

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
の
自
己
の
「
目
的
的
形
成
作
用
」
と

世
界
の
「
表
現
的
形
成
作
用
」
は
、
発
生
的
に
は
後
者
が
先
で

前
者
は
後
と
言
え
て
も
、「
い
ま
、
こ
こ
で
」
と
い
う
根
源
的
見

方
で
は
、「
個
と
世
界
の
相
互
限
定
の
同
時
性
」
が
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

問
二
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
五
巻
以
降
の
巻w

に
は
、「
表

現
的
一
般
者
」
の
立
場
や
「
表
現
的
」
と
い
う
術
語
が
頻
繁
に

出
て
く
る
。
西
田
の
「
表
現
的
一
般
者
」
の
立
場
が
、
深
め
ら

れ
生
ま
れ
変
わ
っ
た
も
の
が
、「
言
葉
の
人
間
存
在
論
」
と
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

問
三
、
西
田
哲
学
で
の
「
自
然
」
は
、「
歴
史
的
自
然x

」
に
終

始
し
、
例
え
ば
廓
庵
禅
師
の
『
十
牛
図
』
の
第
九
図
に
お
け
る

如
き
自
然
が
欠
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う

に
お
考
え
か
。

注

1
 

『
上
田
閑
照
集
』、
第
九
巻
三
二
六
頁
（
以
下
同
集
に
つ
い
て
は
、

巻
数
と
頁
数
の
み
記
載
）。

2
 
2,389.　

3
 
2,388.　

4
 
2,390.　

5
 
2,393.　

6
 
2,146; 2,289. 

7
 
1,275.

8
 
1,277.　

9
 
1,282.　

0
 
1,283.

a
 
3,131f.

b
 
3,137ff.　

　

c
 
3,138.

d
 
3,138.   

e
 
5,51.　

 

f
 
5,91.   

g
 
5,72ff.   

h
 
5,75.   

i
 
5,91;3,179.

j
 
5,259.　

k
 
5,100.  

l
 
5,100.

m
 

,370.   

n
 
2,387. 
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o
 
2,390.

p
 
2,361. 

q
 
2,391.  

r
 
2,391.  

s
 
2,308.　

t
 
2,391. 

u
 
2,334.

v
 
2,290.  

w
 

詳
し
く
は
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）所
収
の
論
文「
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
」（
一
九
二
九

年
）
の
総
説
（
四
七
二
頁
、
四
八
一
頁
）
参
照
。
更
に
同
全
集
第

六
巻
第
一
論
文(

一
九
三
〇
年 )

参
照
。

x
 

西
田
幾
多
郎
全
集
第
八
巻
二
四
二
頁
、
四
七
〇
頁
以
下
参
照
。

上
田 

ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
っ
き
の
吉
田
さ
ん
の
場
合
も
そ
う
で
し
た
が
、「
な

る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
き
た
ん
だ
な
」
と
…
。

こ
れ
は
実
感
で
も
あ
る
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
何
を

し
て
き
た
か
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
る
ん
で
す

ね
。
不
思
議
な
ほ
ど
忘
れ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、

今
度
も
、
何
か
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、

昔
書
い
た
も
の
を
あ
れ
こ
れ
少
し
読
ん
で
み
ま
し
た
。

こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
の
か
と
、
わ
れ
な
が
ら
始
め

て
読
ん
だ
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。（
笑
）
そ
れ
で
こ
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
た
だ
く
と
、
自
分
が
ど
う
い
う
こ

と
を
し
て
き
た
か
、
次
第
と
わ
か
っ
て
き
て
、
大
変
あ

り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
が
何
を
し
て
き
た
の

か
自
分
に
分
か
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
今
の
私
に
と

討
論
Ⅱ

司 

会　

花
岡
永
子
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っ
て
特
別
な
意
味
に
な
っ
て
き
ま
す
。
私
の
同
年
輩
で

次
々
亡
く
な
る
人
が
ほ
ん
と
う
に
多
い
ん
で
す
ね
。
親

し
い
多
く
の
友
人
も
い
な
い
し
、
一
緒
に
勉
強
し
た
り

遊
ん
だ
り
し
た
人
も
、
い
な
い
人
の
ほ
う
が
多
い
し
、

弟
も
す
で
に
二
人
亡
く
な
っ
て
る
、
そ
う
い
う
わ
け
で

す
の
で
、
私
も
こ
こ
で
終
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う

る
と
い
う
の
が
実
感
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
と
き
に
、「
自
分
が
何
を
し
て
き
た
の
か
」
完
全
に

忘
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
仕
方

で
思
い
出
し
て
、
も
う
一
度
自
分
を
反
復
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
、
ほ
ん
と
に
有
難
い
と
思
い
ま
す
。

考
え
て
み
た
ら
私
は
京
都
に
来
て
初
め
て
学
生
に
な

っ
て
か
ら
、
も
う
こ
れ
で
本
当
に
六
〇
年
近
い
で
す
。

も
う
六
〇
年
と
い
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
は

じ
め
の
二
〇
年
く
ら
い
は
あ
ま
り
勉
強
し
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
あ
と
の
四
〇
年
く
ら
い
勉
強
し
て
る
わ
け
で
す

か
ら
、
い
ろ
ん
な
こ
と
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
テ

ー
マ
と
し
て
と
っ
て
み
る
と
、
し
て
き
た
こ
と
は
非
常

に
狭
い
ん
で
す
ね
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
、
西
田
哲
学
、

そ
れ
か
ら
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
三
つ
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
内
容
的
に
問
題
点
と
し
て
持
続

的
に
関
心
を
も
っ
て
き
た
こ
と
は
、
結
局
「
私
と
は
な

に
か
」
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
「
二
重
世
界
」、

世
界
の
見
え
な
い
二
重
性
と
、
と
こ
れ
は
一
緒
に
な
っ

て
人
間
存
在
論
へ
の
関
心
で
す
が
、
結
局
そ
れ
だ
け
な

ん
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
も
の
を
読
ん
だ
り
は
し
て
き
ま

し
た
が
、
自
分
と
し
て
し
て
き
た
こ
と
は
非
常
に
少
な

い
こ
と
だ
と
改
め
て
思
い
ま
す
。
少
な
い
け
れ
ど
も
ま

た
、
私
の
や
り
方
も
あ
る
の
か
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返

し
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
何
回
で
も
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
二
番
目
の
西
田
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
で
す
が
、
花

岡
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
、
ポ
イ
ン
ト
が
は
っ
き
り
と
出
さ

れ
て
い
て
、
大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
質
問
の
こ
と
で
す
が
、
一
つ
は
有
の
場
所

と
絶
対
無
の
場
所
と
、
場
所
の
二
重
性
と
い
う
の
は
、

西
田
自
身
に
即
し
て
言
え
ば
そ
の
間
に
も
う
す
こ
し
い

ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
相
対
無
と
い
う

こ
と
。
た
だ
、
世
界
の
質
か
ら
す
る
と
、
有
の
場
所
と
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い
う
こ
と
で
ま
と
め
ら
れ
る
場
所
と
、
絶
対
無
の
場
所

と
い
う
言
葉
で
だ
さ
れ
る
も
の
の
間
に
は
あ
る
種
の
は

っ
き
り
し
た
質
的
な
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
独
特
な

二
重
性
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

有
の
場
所
に
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
は
「
場
所
」
と
い
う
も
の
の
基
本
的
性
格
か
ら
し

て
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
場
所
と
い
う
の
は
場
所
の
中

に
場
所
が
あ
る
と
い
う
、
場
所
の
横
に
別
の
場
所
が
あ

る
し
、
場
所
の
底
に
ま
た
別
の
場
所
が
あ
る
と
。
そ
う

い
う
も
の
全
体
を
ま
と
め
て
包
括
的
な
場
所
と
し
て
考

え
ら
れ
た
場
合
の
、
有
の
場
所
で
す
ね
。
こ
れ
は
ハ
イ

デ
ッ
カ
ー
が
い
う
意
味
で
の
世
界
と
同
義
的
な
ん
で
す

が
、
そ
れ
と
西
田
が
言
う
「
絶
対
無
の
場
所
」、
こ
れ

は
や
は
り
「
有
の
場
所
」
と
は
は
っ
き
り
質
の
違
っ
た

場
所
で
、
混
同
で
き
ま
せ
ん
。
二
つ
別
々
に
異
っ
た
場

所
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
有
の
場
所
」
は
「
有

の
場
所
」
と
し
て
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
「
於
て
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
虚
空
／
世
界
と
言
う
事
態
、

即
ち
世
界
は
限
り
な
い
開
け
に
於
て
あ
る
、
限
り
な
い

開
け
が
世
界
を
超
え
包
ん
で
い
る
と
言
う
と
き
の
、「
限

り
な
い
開
け
」
は
西
田
の
「
絶
対
無
の
場
所
」
に
当
る

と
考
え
て
い
ま
す
。「
言
葉
世
界
」
と
「
言
葉
の
世
界
」

と
い
う
二
重
の
世
界
を
考
え
て
い
ま
す
。「
世
界
内
存

在
」、
わ
れ
わ
れ
が
「
世
界
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
と

き
に
、
世
界
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
諸
の
意
味
連
関
を

理
解
し
つ
つ
、
そ
の
「
世
界
理
解
」
を
も
っ
て
世
界
の

内
に
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
「
世
界
理
解
」
の
中
に

世
界
の
中
で
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
つ
い
て
の

理
解
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
世
界
理
解
の

す
べ
て
は
言
葉
の
う
ち
に
貯
わ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
、
世
界
内
存
在
と
い
う
と
き
の
「
世
界
」

は
「
言
葉
世
界
」
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
「
言

葉
世
界
」
で
す
。
し
か
し
、「
言
葉
」
に
は
も
う
一
つ

独
特
な
働
き
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
言
葉
で
言
う
」
と

い
う
こ
と
に
し
か
表
れ
て
こ
な
い
よ
う
な
世
界
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
簡
単
な
例
で
す
と
、
で
た

ら
め
を
言
う
と
い
う
こ
と
で
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ど
も
そ
う
い
う
性
格
と
言
え
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ま
す
。
禅
な
ど
の
は
極
端
な
、
と
い
う
か
典
型
的
な
例

が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
橋
の
上
を
歩
い
た
ら
、
橋
が

流
れ
て
川
は
止
ま
っ
て
た
と
か
、
あ
る
い
は
私
が
酒
を

飲
ん
だ
ら
、
隣
町
の
何
と
か
さ
ん
が
酔
っ
払
っ
た
と

か
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
言
う
こ
と
は
、
世
界
経
験
の

な
か
で
経
験
の
事
実
と
し
て
経
験
で
き
る
こ
と
で
は
な

い
。
こ
れ
は
言
葉
で
し
か
言
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、

し
か
も
単
に
「
言
葉
」
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に

や
は
り
あ
る
世
界
が
開
か
れ
て
、
そ
の
世
界
も
わ
れ
わ

れ
が
そ
こ
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
り
も
、

そ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
住
む
世
界
が
開
け
て
ゆ
く
の
が

本
当
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
世
界

内
存
在
の
世
界
と
重
っ
て
合
同
の
「
言
葉
世
界
」
と
言

葉
だ
け
が
開
く
「
言
葉
の
世
界
」
と
、
こ
れ
も
一
種
の

二
重
性
で
す
。「
言
葉
世
界
」
を
実
の
世
界
と
呼
べ
ば
、

「
言
葉
の
世
界
」
の
方
は
虚
の
世
界
。
そ
の
虚
の
世
界

が
同
時
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
こ
そ
、
人
間

の
本
当
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。「
実
に
居
て
虚
に
遊
ぶ
」
と
い
う
古
人
の
言
葉
も

あ
り
ま
す
。
因
に
私
は
形
而
上
学
は
大
人
の
童
話
と
思

っ
て
い
ま
す
。
形
而
上
学
を
否
定
す
る（
或
は
、失
っ
た
）

現
実
主
義
者
の
現
実
は
干
か
ら
び
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か

し
ま
た
、
実
の
世
界
を
忘
れ
た
虚
の
世
界
も
空
虚
に
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
言
葉
世
界
」
と
「
言
葉
の
世

界
」
の
二
重
性
は
、「
有
の
場
所
」
と
「
絶
対
無
の
場
所
」

の
二
重
性
、
な
い
し
「
限
り
な
い
開
け
」
に
超
え
包
ま

れ
た
「
世
界
」
の
「
見
え
な
い
二
重
性
」
を
映
し
て
成

立
し
て
い
ま
す
。
世
界
を
超
え
包
む
「
限
り
な
い
開
け
」

が
世
界
に
写
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
世
界
で
感
じ
ら
れ
た

「
限
り
な
い
開
け
」、
そ
れ
が
「
言
葉
の
世
界
」
に
な
り

ま
す
。

次
に
、
表
現
と
い
う
問
題
で
と
。
西
田
の
表
現
的
一

般
者
、「
表
現
」
と
い
う
言
葉
は
西
田
で
は
非
常
に
大

き
な
意
味
を
も
っ
て
出
て
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
内
な

る
も
の
を
外
に
表
現
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は

な
く
て
、
西
田
の
気
持
ち
に
か
な
っ
た
形
で
簡
単
に
言

え
ば
、「
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
は
す
べ
て
表
現
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、
西
田
は
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面
白
い
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
、「
も
の
来
た
っ
て
我

を
照
ら
す
」
と
。
出
会
う
も
の
が
、「
我
を
照
ら
す
」

も
の
で
あ
る
と
。
有
の
場
所
に
お
い
て
出
会
う
わ
け
で

す
が
、
有
の
場
所
に
於
い
て
出
会
う
も
の
は
す
べ
て
絶

対
無
の
場
所
に
重
っ
た
奥
行
き
か
ら
は
す
べ
て
表
現
で

あ
る
と
。
物
が
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
絶
対
無
の
表

現
で
あ
る
と
そ
う
い
う
見
方
で
す
。
西
田
は
そ
こ
で
も

複
雑
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
か
ら
、
な
か
な
か
読
ん
で

わ
か
ら
な
い
し
難
し
い
で
す
ね
。
ど
こ
か
に
西
田
先
生

の
も
の
よ
り
も
上
田
の
も
の
を
読
ん
だ
ら
よ
く
わ
か
る

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
上
田
の
も
の
を
読
ん
だ
ら
西

田
が
わ
か
る
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
上
田
の

文
章
の
ほ
う
が
よ
く
わ
か
り
易
い
と
、
た
だ
そ
れ
だ
け

の
意
味
だ
と
思
う
ん
で
す
。（
笑
）
私
は
、
自
分
で
わ

か
っ
た
こ
と
し
か
書
け
な
い
の
で
。
だ
か
ら
、
西
田
を

読
ん
で
い
て
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
猛
烈
に
あ
る
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
、
何
回
で
も
読
ん
で
み
る
と
か
、
今
で

も
少
し
ず
つ
毎
日
読
ん
で
る
ん
で
す
が
…
。
最
近
音
読

す
る
と
い
う
こ
と
を
始
め
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
非
常

に
い
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
い
い
の
か
は
わ
か
ら

な
い
け
ど
も
、
確
か
に
い
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
や

っ
て
み
て
ね
。
目
で
読
ん
で
る
と
き
は
脳
に
届
か
な
い

ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
西
田
哲
学
で
自
然
と
い
う
こ
と
。
歴
史

的
自
然
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
す
が
、
十
牛
図
で
の
第

九
図
の
ご
と
き
自
然
、
こ
れ
が
西
田
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
と
言

え
ま
す
。
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
即
す
る
限
り
は
そ
う
だ

と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
西
田
が
自
然

に
触
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
て
、
そ

う
い
う
意
味
で
私
は
西
田
が
若
い
と
き
、
毎
日
海
辺
で

長
い
間
海
を
見
て
い
た
と
い
う
海
の
話
は
実
に
面
白
い

し
意
義
深
い
と
思
い
ま
す
（「
世
界
と
海
」、『
上
田
閑

照
集
』
第
一
巻
「
西
田
幾
多
郎
」
所
収
）。
そ
れ
か
ら
、

海
を
詠
っ
た
鎌
倉
雑
映
の
歌
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
西
田
は
自
然
に
確
か
に

本
当
に
触
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
哲
学
の
テ
ー
マ
と
し

て
は
、
む
し
ろ
世
界
の
構
造
、
西
田
の
言
い
方
で
す
と
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「
世
界
の
論
理
的
構
造
」
と
「
歴
史
的
世
界
」
が
関
心

の
的
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

花
岡 
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
あ
と

三
〇
分
ほ
ど
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
す
こ
し
短
く
な
っ
て

申
し
わ
け
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
な
た
様
で
も
、
ど
う
ぞ

ご
質
問
を
。
ど
う
ぞ
挙
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
河

波
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

河
波 

西
田
に
、「
表
現
」
と
か
「
表
現
的
一
般
者
」
と
い
う

言
葉
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
ダ
ン
テ

の
エ
ク
ス
プ
リ
カ
テ
ィ
オ
に
で
て
く
る
ん
で
す
ね
、
心

の
存
在
が
神
を
表
現
し
て
く
る
と
い
う
構
造
と
非
常
に

な
ん
か
こ
う
近
親
感
を
感
じ
る
ん
で
…
。
私
は
西
田
と

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
非
常
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
な
気

が
し
て
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
。『
善
の
研
究
』
に
は

二
、三
回
ク
ザ
ー
ヌ
ス
っ
て
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
が
、
西
田
は
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
そ
こ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
か
ら
そ
こ
で
実
践
し
た

ん
じ
ゃ
な
く
て
、
い
つ
も
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
ど
こ
か
で
触

れ
な
が
ら
西
田
哲
学
が
一
つ
の
源
流
に
な
っ
て
い
る
ん

で
は
な
い
か
っ
て
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
て
…
。
エ
ク

ス
プ
リ
カ
テ
ィ
オ
と
い
う
概
念
は
全
く
同
じ
構
造
、
華

厳
経
に
出
て
く
る
ん
で
す
ね
、
八
十
華
厳
で
す
。
で
す

と
、
如
来
出
現
品
、
や
っ
ぱ
り
一
番
最
初
に
如
来
が
遍

在
し
て
く
る
と
い
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
す
べ
て
の
も
の

が
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。
で
、
そ
の
包
含
さ
れ

て
る
こ
こ
の
一
つ
一
つ
に
如
来
が
出
現
す
る
。
そ
こ

で
如
来
出
現
の
書
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
る
ん
で
す

が
、
出
現
っ
て
言
葉
と
「
表
現
」
と
は
言
葉
は
違
い
ま

す
け
れ
ど
も
構
造
的
に
ま
っ
た
く
同
じ
だ
と
い
っ
て
い

い
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
私
の
単
な
る
感
想

で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
「
語
る
」
と
い
う
こ
と
を
非
常

に
強
調
さ
れ
た
け
ど
、
私
も
痛
感
し
て
ま
し
て
、
日

本
語
が
文
字
化
さ
れ
る
の
は
起
源
五
、六
世
紀
で
す

か
、
次
第
に
。
そ
れ
ま
で
文
字
の
な
い
世
界
だ
っ
た
ん

で
す
ね
、
そ
れ
で
こ
れ
は
私
の
ま
っ
た
く
の
偏
見
だ
と

思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
文
字
を
持
た
な
い
発
声
だ
け
の
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世
界
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
世
界
は
私
は
や
っ
ぱ
り
野

蛮
な
世
界
で
つ
ま
ら
な
い
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
。
と
こ
ろ
が
そ
う
で
な
く
て
、
文
字
化
さ
れ
る
以

前
に
日
本
語
っ
て
一
番
最
初
で
て
く
る
の
は
縄
文
文
化

で
、
一
六
五
〇
〇
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
そ
う
で
す

が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
語
を
語
っ
て
い
た
わ
け
で
、

そ
れ
は
文
字
を
使
わ
ず
に
言
語
を
使
っ
て
、
そ
し
て

一
〇
〇
〇
〇
年
経
過
し
て
、
だ
け
ど
文
字
を
も
た
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
文
字
を
頼
ら
な
い
と
い
う
か
、

こ
れ
も
普
通
の
今
ま
で
の
解
説
で
す
と
、
文
字
の
な
い

言
葉
だ
け
の
文
化
は
低
級
で
低
い
っ
て
考
え
て
た
け
ど

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
っ
て
い
う
こ
と
を
な
ん
か
文
章

で
読
み
ま
し
て
。
そ
れ
か
ら
た
と
え
ば
三
一
文
字
は
そ

の
段
階
で
す
で
に
そ
の
形
式
が
で
き
て
い
た
ん
だ
と
い

う
よ
う
な
説
を
聞
い
て
本
当
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
け

ど
ね
。
わ
れ
わ
れ
が
文
字
を
通
さ
ず
に
言
葉
だ
け
に
頼

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
文
化

が
原
点
か
な
な
ん
て
思
っ
た
り
し
て
…
感
想
で
す
け
ど

も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。

花
岡 

上
田
先
生
、
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。

上
田 

さ
っ
き
私
も
音
読
の
経
験
を
言
い
ま
し
た
。
言
霊
が
乗

る
の
は
声
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
六
大
皆

響
あ
り
」（
空
海
）、
こ
の
響
が
表
現
。
と
い
っ
て
も
、

し
か
し
文
字
を
忘
れ
よ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
で
す

よ
ね
。

河
波 

は
い
。
文
字
を
忘
れ
ろ
と
か
そ
ん
な
問
題
で
も
…
。
な

か
っ
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
も
う
一
〇
〇
〇
〇
年

以
上
も
日
本
に
は
言
語
だ
け
で
文
字
を
使
わ
ず
に
、
使

っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
言
葉
が
日
本
語
、
大
和
言
葉
で

で
る
ん
だ
な
、
洗
練
化
さ
れ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
と
思
う
と
日
本
語
の
す
ば
ら
し
さ
と
い
う
も
の
、
言

霊
と
か
そ
う
い
う
も
の
が
で
て
く
る
し
。
そ
れ
か
ら
言

葉
を
発
す
る
と
い
う
こ
と
の
、
す
ご
さ
っ
て
い
う
も
の

を
い
ま
さ
ら
な
が
ら
感
じ
た
り
し
て
…
。

花
岡 
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
さ
い
ま
す
か
。
ど
う
ぞ
森
さ
ん
。

森 

森
で
す
。
今
年
初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、

先
生
の
お
話
と
そ
れ
か
ら
川
村
先
生
の
あ
れ
で
非
常
に
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質
問
を
し
に
く
く
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
も
も

う
す
で
に
去
年
先
生
に
対
し
て
質
問
は
し
て
る
ん
で
す

が
、
重
ね
て
質
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、

経
験
・
自
覚
・
場
所
っ
て
い
う
三
つ
の
こ
と
を
先
生
が

い
わ
ば
基
礎
付
け
ら
れ
て
、
そ
れ
で
西
田
哲
学
の
基
礎

の
み
な
ら
ず
あ
る
意
味
で
す
ご
い
わ
か
り
や
す
く
な
っ

た
っ
て
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
が

で
て
く
る
前
に
、
や
は
り
先
生
の
禅
と
哲
学
の
何
回
も

の
ご
論
文
で
A―

B―

C
連
関
を
出
さ
れ
た
っ
て
こ
と

も
非
常
に
た
く
さ
ん
の
思
索
を
喚
起
す
る
す
ば
ら
し
い

定
式
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
も
先
生
は
そ
の
A―

B―

C
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
何
も
わ
た
し
だ
け
が
言
う
ん

じ
ゃ
な
く
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
い
ろ
ん
な
人
が
い
っ
て

る
っ
て
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
の

見
方
で
は
、
す
で
に
『
善
の
研
究
』
の
な
か
で
、
第
一

章
の
純
粋
経
験
の
内
的
な
分
節
と
し
て
、
思
索
と
そ
れ

か
ら
意
志
と
直
感
っ
て
い
う
か
た
ち
で
分
節
化
さ
れ
て

る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
A―

B―

C
連
関
の
内
的
な
内
容

じ
ゃ
な
い
か
っ
て
こ
と
を
先
生
に
申
し
上
げ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
先
生
は
最
近
は
す
こ
し
は
認
め
て
く
だ
さ

い
ま
す
け
ど
、
ど
う
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
じ
ゃ
な
い
面
を

見
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
自
覚
が
、
そ
の
A―

B―

C
連
関
の
中
で
自
覚
が
あ
る
種
の
二
重
性
を
持
っ
て

て
、
真
ん
中
に
く
る
っ
て
い
う
面
と
同
時
に
先
生
は
A

―

B―

C
全
体
を
も
自
覚
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
自
覚
が

あ
る
種
二
重
構
造
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
こ

の
二
重
世
界
に
関
し
て
も
あ
る
意
味
で
世
界
Ａ
、
Ｂ
と

い
う
の
は
、
今
日
の
午
前
中
の
お
話
だ
っ
た
ら
、
離
脱

に
か
ん
し
て
も
離
脱
Ａ
、
離
脱
Ｂ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

そ
う
い
う
面
が
あ
っ
て
、
ま
あ
そ
う
い
わ
れ
た
ほ
う
が

分
か
り
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
自

覚
に
お
い
て
も
あ
る
種
の
二
重
性
っ
て
い
う
か
、
自
覚

Ａ
、
自
覚
Ｂ
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
。

そ
れ
と
も
や
っ
ぱ
り
自
覚
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
ね
。
私

の
場
合
は
む
し
ろ
純
粋
経
験
の
内
的
分
節
を
そ
こ
に
当

て
は
め
れ
ば
、
真
ん
中
の
自
覚
は
や
っ
ぱ
り
意
志
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
転
換
さ
れ
て
始
め
て
場
所

が
で
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
先
生
は
自
覚
を
二
重
に
み
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な
が
ら
、
や
は
り
自
覚
の
内
容
に
関
し
て
は
、
す
こ
し

素
通
り
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
気
持
ち
が
ど

う
し
て
も
強
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
A―

B―

C

連
関
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、
何
を
そ
こ
に
内
容
で

読
み
込
む
か
は
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
課
題
に
な
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
西
田
研
究
の
ひ
と

つ
の
、
特
に
純
粋
経
験
を
も
う
一
回
再
確
認
さ
れ
た
こ

と
は
こ
れ
ま
で
と
、
先
生
が
で
ら
れ
る
ま
で
の
と
い
う

と
大
き
な
差
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に

今
度
は
純
粋
経
験
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
そ
れ
が
最
後

の
場
所
ま
で
直
結
し
て
し
ま
っ
て
、
真
ん
中
が
跳
び
越

さ
れ
る
、
そ
う
い
う
面
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い

う
感
じ
が
し
ま
す
。
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
僕
は
前
に

お
聞
き
し
た
ん
で
す
が
、
A―

B―

C
連
関
と
、
経
験
・

自
覚
・
場
所
が
重
な
る
面
と
そ
れ
か
ら
全
然
違
う
面
が

あ
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
ず
れ
が
、
ず
れ
と
い
う
か
或

い
は
経
験
・
自
覚
・
場
所
と
く
る
こ
の
自
覚
が
あ
る
種

の
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
ま
し
て
、
純
粋
を
鋭
く
つ
き

返
す
面
と
そ
れ
か
ら
場
所
に
開
か
れ
る
面
と
両
方
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
で
て
く
る
の
は
や
は
り
自
覚
を
意

志
と
見
て
こ
そ
で
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
の

が
、
ま
だ
ま
だ
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
質
問
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
ど
ん
な
も
ん
で
し
ょ
う
か
。

上
田 

西
田
の
『
善
の
研
究
』『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』

そ
の
後
、
テ
キ
ス
ト
に
そ
っ
て
内
容
的
に
見
て
い
く
場

合
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
志
と
い
う

こ
と
、こ
れ
は
は
っ
き
り
で
て
き
ま
す
し
、『
善
の
研
究
』

の
中
で
も
、
純
粋
経
験
の
自
発
自
展
の
動
力
に
な
る
も

の
、
こ
れ
を
西
田
が
「
意
志
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
す
。
内
容
を
詳
し
く
見
て
い
く
場
合
に
は
私
も
そ

れ
に
沿
っ
て
見
て
ゆ
き
ま
す
。『
西
田
幾
多
郎
を
読
む
』

の
中
で
は
、「
自
覚
か
ら
場
所
へ
」
の
と
こ
ろ
で
意
志

の
問
題
を
相
当
テ
キ
ス
ト
に
そ
っ
て
叙
述
し
て
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
と
西
田
の
立
場
そ
の
も
の
が
ど

う
動
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
場
合
に
、

西
田
に
と
っ
て
「
意
志
」
が
本
当
の
姿
を
現
す
と
こ
ろ

は
、
や
は
り
「
創
造
し
も
せ
ず
、
創
造
さ
れ
も
し
な
い
」
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と
い
う
と
こ
ろ
。
当
時
の
西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、
意

志
の
底
に
直
観
を
見
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
あ
そ
こ

で
の
絶
対
自
由
の
意
志
と
い
う
の
は
普
通
の
意
味
で
の

人
間
の
意
志
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
意
志
そ

の
も
の
も
絶
対
意
志
に
あ
ず
か
っ
て
意
志
と
し
て
働
く

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
意
志
の
働
き
の
底
に
は
働
き
も

し
な
い
と
い
う
直
観
を
西
田
は
見
て
い
ま
す
。
働
き
も

し
な
い
と
い
う
そ
の
直
観
は
、『
善
の
研
究
』
で
い
え

ば
最
初
の
「
主
も
な
い
客
も
な
い
」
と
い
う
そ
こ
の
開

け
が
意
志
と
自
覚
を
通
し
て
反
復
さ
れ
て
、
意
志
の
底

の
直
観
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
で
、
私
は
内
容
と
し

て
は
意
志
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
西

田
の
立
場
の
構
造
を
考
え
る
場
合
、
純
粋
経
験
・
自
覚
・

場
所
、
そ
う
見
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

そ
の
場
合
の
「
自
覚
」
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
の
A―

B―

C
連
関
で
言
え
ば
、
確
か
に
二
重
に
な
っ
て
る
わ

け
で
す
ね
。「
主
も
な
い
、
客
も
な
い
」
と
か
ガ
タ
ガ

タ
と
い
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
『
善
の
研
究
』
の
な
か
で

は
純
粋
経
験
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
を

出
来
事
と
し
て
の
意
義
か
ら
し
て
私
は
「
覚
」
と
言
い

た
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
言
葉
に
な
っ
て
「
純
粋
経
験
が

唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
純
粋
経
験
が

何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
が
純
粋
経
験
の
自
覚
。
そ
し
て
自

覚
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
そ
こ
で
「
我
」
と
言
い
う
る

も
の
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
が
で
て
き
ま
す
。
そ
し
て
一

番
下
の
「
哲
学
に
お
い
て
す
べ
て
を
説
明
す
る
」
と
い

う
と
こ
ろ
が
世
界
理
解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
同
時

に
世
界
の
内
に
あ
る
自
己
理
解
。
こ
の
よ
う
な
三
重
の

構
造
を
も
っ
た
こ
の
全
体
が
人
間
の
自
覚
の
全
体
の
構

造
で
あ
る
と
見
ま
す
か
ら
、
た
し
か
に
「
自
覚
」
と
い

う
言
葉
が
二
重
に
つ
か
わ
れ
て
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
…
。

森　
 

い
い
で
す
か
？
確
か
に
Ａ
は
「
覚
」
で
Ｂ
へ
き
て
初
め

て
自
覚
の
「
自
」
が
つ
く
。
Ｂ
の
と
こ
ろ
で
我
と
い
う

か
自
己
と
い
う
か
…
。
そ
れ
は
、
Ｃ
は
世
界
理
解
と
し

て
も
そ
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
と
い
う
か
、
そ
れ
は
よ
く
わ
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か
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
う
し
ま
す
と

先
生
の
場
合
は
、
経
験
・
自
覚
・
場
所
の
場
所
が
は
じ

め
か
ら
世
界
と
重
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
ね
、

そ
の
通
り
の
面
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
本
当
は

Ｂ
を
は
さ
ん
で
、
Ａ
と
Ｃ
が
逆
転
す
る
よ
う
な
、
で
す

か
ら
場
所
が
で
て
く
る
の
は
世
界
の
ほ
う
か
ら
い
わ
ば

直
に
で
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
ほ
ん
と
う
は
場
所
に
で
る

ま
で
の
、
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
の
展
開
は
ち
ょ

う
ど
Ａ
と
Ｃ
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
何

か
大
き
な
こ
と
が
あ
っ
て
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い

う
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
い
か
が
な

ん
で
し
ょ
う
。

上
田 

そ
こ
は
ち
ょ
っ
と
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
「
そ
う
だ
」
と

い
え
な
い
…
。

森　

 

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
私
の
感
じ
で
は
、
西
田
先
生
の
み
な

ら
ず
、
鈴
木
大
拙
や
あ
の
二
人
は
や
は
り
共
通
し
て
Ｂ

の
と
こ
ろ
は
、
意
志
を
ど
う
み
る
か
、
人
間
的
な
意
志

と
み
る
か
さ
っ
き
の
よ
う
に
絶
対
自
由
の
意
志
と
み
る

か
で
次
元
が
ち
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
意
志

を
単
な
る
知
的
な
、
あ
る
い
は
狭
い
意
味
で
の
、
そ
う

い
う
も
の
を
う
ん
と
超
え
る
…
。
つ
ま
り
で
す
か
ら
、

宗
教
が
ど
う
し
て
問
題
に
な
る
か
そ
の
い
わ
ば
重
要
な

転
換
点
と
し
て
Ｂ
の
問
題
は
知
的
な
こ
と
だ
け
で
は
解

け
な
い
…
。

上
田 

そ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
う
で
す
。

森　

 

ま
さ
に
情
意
っ
て
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
う
ん
と

重
く
見
た
、
そ
の
展
開
と
し
て
は
じ
め
て
で
て
く
る
っ

て
い
う
か
…
。
だ
か
ら
、
先
生
ご
自
身
の
立
場
は
虚
空

ま
で
ふ
く
め
て
す
ご
い
透
明
で
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
と

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
西
田
は
す
こ
し
違
う

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
ぼ
く
は
す
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
。
ち
ょ
っ
と
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
。

上
田 
言
い
過
ぎ
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
西
田
よ
り
透
明
で
あ
る
と

言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。（
笑
）
と
い
う

の
は
、
西
田
に
お
け
る
よ
う
な
単
純
に
い
え
ば
訳
の
わ
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か
ら
な
い
も
の
が
訳
の
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
思
想

の
中
に
大
き
な
要
素
と
し
て
は
い
っ
て
い
る
と
い
う
ふ

う
に
は
私
自
身
思
え
な
い
ん
で
す
よ
。
黒
雲
の
よ
う
な

も
の
は
私
の
思
想
空
間
の
中
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
全
く
透
明
と
は
自
分
で
は
思
え
ま
せ
ん
。
明
る
い

け
れ
ど
も
何
か
か
す
み
が
か
か
っ
て
い
る
。
或
は
、
明

る
い
け
れ
ど
細
雨
が
ふ
っ
て
い
る
。。
少
し
し
め
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
別
と
し
て
、「
場
所
」
の
こ
と
で
す

け
れ
ど
も
、
Ａ
、
Ｂ
の
Ｂ
を
自
覚
と
み
る
と
き
に
、
そ

こ
に
「
情
意
」
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
私
も
十

分
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
考
え
て
来
ま
し
た
。

Ａ
と
Ｂ
だ
け
と
る
と
詩
の
世
界
と
考
え
て
来
ま
し
た
か

ら
。
し
か
し
、
そ
こ
を
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
で
問
題

に
す
る
と
私
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
そ
ぐ
わ
な
い
感
じ
が

す
る
ん
で
す
。
宗
教
の
問
題
に
な
る
と
わ
か
り
や
す
い

と
思
い
ま
す
が
、「
願
」
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
、
発

願
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
は
Ｂ
の
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し

Ｂ
だ
け
で
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
、「
覚
」
が
あ

っ
て
の
Ｂ
、
そ
し
て
そ
の
Ｂ
が
Ｃ
に
向
か
っ
て
発
願
、

「
願
」
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
自
覚
と
い
っ
て
も
、

単
に
知
的
な
自
覚
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
違
い
ま
す
。

伝
統
的
に
言
え
ば
慈
悲
の
発
動
で
す
。
そ
れ
は
情
意
の

こ
と
と
言
え
ま
す
。
願
の
動
力
を
「
意
志
」
と
い
う
言

葉
で
言
わ
れ
ま
す
と
、
落
着
き
ま
せ
ん
。
情
意
を
情
と

意
に
仮
に
分
け
る
と
慈
悲
は
意
志
で
は
な
く
て
情
だ
と

思
い
ま
す
。
衆
生
へ
の
仏
の
情
が
慈
悲
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。
情
に
動
か
さ
れ
て
発
願
。
そ
れ
は
「
す
る
」

と
い
う
意
志
で
は
な
く
、「
し
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
動
か
さ
れ
て
の
発
願
だ
と
思
い
ま
す
。

と
に
か
く
、
情
意
と
い
う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
も
根
本

的
に
大
切
で
す
。

そ
れ
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
こ

と
で
し
た
が
、
場
所
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
一
番
下

の
「
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」
と
い
う
「
す
べ
て
」

が
与
え
ら
れ
る
場
所
、
こ
れ
は
世
界
内
存
在
と
い
う
と

き
の
世
界
で
す
。
世
界
も
場
所
で
す
。
け
れ
ど
も
Ａ
Ｂ

Ｃ
と
い
う
レ
ベ
ル
を
も
っ
た
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
そ

こ
で
す
で
に
場
所
に
も
レ
ベ
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
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と
い
う
の
は
最
初
の
Ａ
の
と
こ
ろ
ね
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
こ
う

い
う
図
で
描
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
上
が
三
角
形
の
頂

点
み
た
い
に
な
っ
て
極
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
本
当
は
そ
こ
は
パ
ン
っ
と
限
り
な
い
開

け
が
開
か
れ
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
場

所
論
で
言
え
ば
そ
こ
が
「
絶
対
無
の
場
所
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
番
下
の
Ｃ
の
と
こ

ろ
の
場
所
は
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
有

の
場
所
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
Ｂ
の
と

こ
ろ
に
も
や
は
り
一
種
の
場
所
で
す
。
Ｂ
と
い
う
場
所
。

ど
う
い
う
場
所
か
、
独
特
で
な
か
な
か
微
妙
な
の
で
今

は
仮
に
宗
教
的
象
徴
を
借
り
て
示
唆
し
て
み
ま
す
と
、

Ａ
は
法
身
の
場
所
、
Ｃ
は
衆
生
界
、
そ
の
間
の
Ｂ
は
報

身
佛
阿
弥
陀
仏
の
場
所
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
衆
生
を

来
迎
す
る
山
越
の
弥
陀
が
ま
だ
山
の
む
こ
う
に
居
る
と

こ
ろ
で
す
。

花
岡 

そ
こ
の
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
、
森
さ
ん
と
上
田
先
生
と
い
ろ
い
ろ
と
論
及
さ
れ

て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
森
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う

な
「
意
志
」
の
立
場
と
い
う
の
は
「
絶
対
意
志
」
か
ら

場
所
に
い
く
と
き
に
自
覚
か
ら
場
所
に
行
く
と
き
に
も

「
絶
対
意
志
」
の
立
場
は
ど
う
し
て
も
捨
て
て
い
か
な

い
と
場
所
に
は
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で

す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
経
験
・
自
覚
・
場
所
っ
て
言
う

と
き
の
自
覚
か
ら
場
所
に
い
く
と
き
に
は
意
志
の
立
場

は
切
ら
れ
る
、
断
絶
さ
れ
て
、
そ
こ
に
場
所
の
開
け
に

生
き
る
っ
て
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
と
、
生
き
る
と
こ

ろ
か
ら
今
度
は
そ
れ
を
表
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、

今
ま
で
の
森
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
た
だ
経
験
、

そ
れ
を
自
覚
し
て
場
所
へ
っ
て
い
う
の
と
は
質
的
に
ち

が
っ
た
も
の
が
場
所
を
表
現
す
る
と
き
に
は
ど
う
し
て

も
初
期
の
言
葉
で
す
と
、
ノ
エ
シ
ス
を
ノ
エ
マ
化
し
て

な
ん
と
か
そ
れ
を
根
源
的
に
、
あ
る
い
は
命
題
に
表
す

っ
て
い
う
こ
と
が
で
て
き
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
「
表
現
」

っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
向
こ
う
か
ら
っ
て
い
う
開
け

を
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
「
意
志
」
は
ま
っ
た
く

捨
て
て
な
い
と
経
験
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
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ノ
エ
マ
化
す
る
っ
て
こ
と
で
表
現
し
て
、
根
源
苦
と
か

命
題
に
い
く
第
一
原
理
ま
で
に
、
そ
こ
で
表
現
す
る
っ

て
い
う
と
き
に
ど
う
し
て
も
「
対
象
化
」
っ
て
い
う
こ

と
が
お
こ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
森
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

っ
た
よ
う
な
、
そ
こ
に
全
然
ち
が
っ
た
断
絶
が
や
は
り

で
て
く
る
よ
う
に
私
は
…
。
先
生
も
そ
こ
の
と
こ
ろ
今

ま
だ
曖
昧
に
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
何
か
そ
こ
に

は
絶
対
の
断
絶
が
…
。
つ
ま
り
生
き
る
場
所
に
お
い
て

あ
る
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
自
覚
す
る
と
き
っ
て
い
う

の
は
、
本
当
の
意
志
っ
て
い
う
の
は
捨
て
ら
れ
ま
し
て
、

今
ま
で
の
自
我
的
な
自
己
意
識
的
な
も
の
は
捨
て
ら
れ

ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
経
験
っ
て
い
う
も
の
は
本
当
に

今
度
表
現
し
よ
う
と
し
ま
す
と
、
そ
の
生
き
て
る
と
こ

ろ
で
の
た
だ
向
こ
う
か
ら
限
定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く

て
、
自
分
を
そ
こ
で
表
現
し
て
何
か
根
本
苦
を
吐
き
出

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
今
ま
で
の

あ
り
方
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
よ

う
に
思
う
ん
で
す
が
。
そ
こ
に
は
断
絶
と
意
志
も
捨
て

ら
れ
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
な
く
私
も
森
さ

ん
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。

上
田 

意
志
が
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
ね
。
こ
れ
は
西
田
に

即
し
て
い
え
ば
、「
捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

意
志
の
も
と
に
絶
対
意
志
を
置
く
と
。
人
間
の
意
志
の

中
に
働
く
け
れ
ど
も
絶
対
意
志
と
い
う
と
こ
れ
は
人
間

の
意
志
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
し
て
絶
対
意
志
の
底
に

意
志
で
な
い
も
の
…
。

花
岡 

世
界
の
自
覚
の
…
。

上
田 

い
や
、
世
界
の
自
覚
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
で
の
西
田

の
脈
絡
か
ら
す
る
と
「
創
造
し
も
せ
ず
、
創
造
さ
れ
も

し
な
い
」、
が
絶
対
意
志
の
底
に
開
か
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
そ
こ
が
、
西
田
の
そ
の
と
き
の
言
葉
で
は
「
直

観
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
や
は
り
場
所
の
開
け
と
結
び
つ

い
て
転
換
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
形
で
意
志
と

言
わ
れ
た
も
の
の
立
場
が
超
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
あ

と
何
に
も
働
き
と
か
動
き
が
な
く
な
る
の
か
と
い
う
と

決
し
て
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
だ
そ
の
働
く
も
の
、
そ

れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
も
う
一
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度
「
意
志
」
と
い
う
言
葉
で
い
え
る
か
ど
う
か
。
私
は

そ
こ
で
使
う
哲
学
の
言
葉
が
十
分
に
定
ま
ら
な
い
ん
で

す
。
は
っ
き
り
と
「
発
願
」
と
い
う
と
き
の
「
願
」
と

同
質
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

森　

 

そ
れ
は
宗
教
的
要
求
っ
て
い
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す

か
。
西
田
先
生
も
西
谷
先
生
も
宗
教
的
要
求
っ
て
い
う

か
、
僕
は
そ
う
い
う
伝
統
の
中
で
き
た
つ
も
り
で
い
ま

す
け
れ
ど
も
。

上
田 

宗
教
的
要
求
と
い
う
言
葉
で
も
い
い
と
思
う
の
で
す

が
、
宗
教
が
前
提
さ
れ
て
な
い
と
使
え
な
い
言
葉
で

す
ね
。
宗
教
的
要
求
が
わ
か
る
場
合
に
は
宗
教
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
の
上
だ
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
て
人

間
の
経
験
の
深
ま
り
と
し
て
で
て
く
る
と
き
に
、
ど
う

い
う
言
葉
が
そ
こ
で
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
使
え
る
の

か
、
そ
こ
が
私
は
ま
だ
ち
ょ
っ
と
…
。
い
ず
れ
に
し
て

も
私
に
は
「
願
」
と
い
う
言
葉
が
大
切
な
言
葉
な
ん
で

す
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
れ
以
外
の
言
葉
で
は
い
え
な
い

と
い
う
事
態
か
も
し
れ
な
い
。

長
谷 

私
は
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
こ
だ
わ
っ
て
お

り
ま
し
て
、い
ま
森
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
西
田
の
「
意

志
」
と
い
う
も
の
を
深
く
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
っ
て
い

う
と
こ
ろ
、
同
感
な
と
こ
ろ
が
実
は
あ
る
ん
で
す
。
西

田
が
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
で
ど
う
い
う
こ
と
を
い
っ

て
い
る
か
っ
て
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
確
か

に
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
そ
れ
は
人
間
の
「
意
志
」
で

は
な
い
、
人
間
の
「
意
志
」
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
つ

ま
り
捨
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
「
意
志
」
で
は
な
い
と

思
う
の
で
、
絶
対
自
由
意
志
と
言
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
、

こ
れ
は
人
間
の
意
志
で
あ
る
け
れ
ど
も
人
間
の
意
志
で

は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
西
田
が
そ
れ
を
ど

う
い
う
言
葉
で
い
う
か
と
い
う
と
私
は
「
深
さ
」
と
い

う
こ
と
で
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
場
所
は
限
り
な

い
広
さ
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
限
り
な
い
深
さ
と
い
う
ふ

う
に
も
西
田
は
い
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
限
り
な
い

深
さ
と
い
う
と
こ
ろ
を
西
田
は
「
意
志
」
と
い
う
こ
と

で
い
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
。
で
、
限

り
な
い
深
さ
っ
て
い
う
ノ
エ
シ
ス
的
自
己
と
い
う
、
自
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己
が
ノ
エ
シ
ス
だ
と
い
う
そ
の
ノ
エ
シ
ス
と
い
う
の
は

や
っ
ぱ
り
限
り
な
い
っ
て
い
う
…
。
で
、
限
り
な
い
っ

て
い
う
こ
と
は
「
迷
い
」
っ
て
い
う
こ
と
で
も
も
ち
ろ

ん
あ
る
と
。「
迷
い
」
っ
て
い
う
の
は
限
り
な
い
深
い

迷
い
っ
て
い
う
ふ
う
に
も
、
愛
っ
て
い
う
の
も
深
い
愛

っ
て
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
り
し
て
。
や
は
り
「
深
い
」

っ
て
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
…
。「
開
け
た
迷
い
」

と
は
い
わ
な
い
し
、「
開
け
た
愛
」
と
は
言
わ
な
い
ん
で
、

愛
と
か
迷
い
っ
て
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
「
深
い
」
っ
て

い
う
表
現
を
す
る
と
い
う
、
そ
こ
に
「
意
志
」
と
い
う

言
葉
で
西
田
が
い
い
た
い
も
の
が
な
に
か
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
。
上
田
先
生
は
、
や
っ
ぱ
り
「
迷
い
」
は
超

え
な
き
ゃ
な
ら
ん
し
「
意
志
」
を
超
え
た
、
意
志
し
な

い
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
限
り
な
い
広
さ
と
い
う
方
向
だ
け
で
は
な
く

て
、
や
っ
ぱ
り
深
い
と
い
う
こ
と
の
中
で
こ
の
「
開
け
」

と
い
う
こ
と
が
西
田
に
お
い
て
大
事
じ
ゃ
な
い
か
。
そ

こ
の
と
こ
ろ
を
や
っ
ぱ
り
森
さ
ん
が
し
つ
こ
く
食
い
下

が
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、
僕

も
わ
り
と
同
感
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
要
す
る
に
意
志
と
い
う
の
は
「
言
葉
」
の
問
題
で

す
け
れ
ど
も
、
私
は
深
ま
っ
て
い
く
っ
て
い
う
、
そ
う

い
う
方
向
を
い
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
ふ
う

に
…
。
こ
れ
は
私
の
感
想
で
す
。

上
田 

深
ま
る
、
深
さ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
私
も
大
変
同
感

で
き
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
私
自
身
も
そ
う
考
え
ま
す
。

考
え
て
き
ま
し
た
。
限
り
な
い
開
け
と
い
う
こ
と
は
同

時
に
「
深
さ
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
世
界
と
世
界
を
超
え
包
む
限
り
な
い
開
け
は
、
形

式
的
に
は
地
平
と
地
平
の
彼
方
で
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と

思
い
ま
す
が
、
地
平
と
地
平
の
彼
方
と
い
う
見
え
な
い

二
重
性
を
深
さ
の
次
元
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の

「
深
さ
」
を
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
が
私
と
し
て
は
な

ん
と
な
く
言
い
に
く
い
ん
で
す
ね
。「
意
志
」
と
い
う

言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

長
谷 
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す
。

上
田 

た
と
え
ば
愛
の
深
さ
と
か
、
深
い
愛
。
愛
と
い
う
こ
と
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な
ら
ば
、
私
も
そ
の
言
葉
は
つ
か
い
ま
す
。
し
か
し
、

西
田
の
言
葉
で
言
え
ば
、
絶
対
無
か
ら
世
界
の
内
に
あ

る
あ
り
方
に
も
よ
お
さ
れ
て
く
る
も
の
、
そ
れ
を
「
愛
」

と
い
う
言
葉
で
十
分
…
。

長
谷 

も
ち
ろ
ん
。
私
は
そ
う
い
う
の
で
は
な
し
に
、
愛
と
か

迷
い
と
い
う
こ
と
を
、
言
葉
だ
け
の
言
葉
で
言
っ
て

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
広
い
と
い
う
言
葉
で
は
不
適
切

で
深
い
と
い
う
言
葉
が
一
般
に
は
使
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
や
は
り
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う

情
意
の
と
こ
ろ
を
い
い
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う

…
。

上
田 

ど
う
し
て
「
深
い
」
と
い
う
こ
と
を
す
ぐ
に
「
意
志
」

と
言
う
言
葉
で
…
。
私
は
む
し
ろ
今
の
情
意
と
い
う
言

葉
を
積
極
的
に
用
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
谷 

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
言
葉
の
問
題
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
い

う
ふ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
…
。

上
田 

そ
う
で
す
ね
。
言
葉
の
問
題
に
な
る
ん
で
す
が
。
長
谷

さ
ん
が
「
意
志
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
感
じ
て
い
て
、

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
根
本
的
に
大
切

な
こ
と
だ
と
い
う
感
じ
が
私
も
し
ま
す
。
意
志
と
私
が

言
え
な
い
の
は
、「
意
志
」
と
い
う
言
葉
に
偏
見
を
も

っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

長
谷 

だ
か
ら
先
ほ
ど
先
生
が
「
願
」
っ
て
い
う
こ
と
な
ら
分

か
る
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。「
宗

教
的
要
求
」
と
い
う
こ
と
で
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、「
要
求
」
と
い
う
と
ま
た
個
人
の
あ
れ
み
た

い
と
す
れ
ば
、
西
田
は
「
宗
教
心
」
っ
て
言
葉
も
つ
か

っ
た
り
な
ん
か
し
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
も
無
限
の

広
が
り
の
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ

そ
こ
に
情
意
と
い
う
も
の
を
含
む
か
含
ま
な
い
か
と
い

う
の
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
と
…
。

上
田 

確
か
に
違
い
ま
す
よ
。
私
は
「
情
意
」
と
い
う
言
葉
は

非
常
に
い
い
と
思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
は
、「
情
意
」

と
「
意
志
」
は
違
う
ん
で
す
ね
。

長
谷 

あ
、
私
は
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

上
田 

そ
こ
が
違
う
ん
で
す
ね
情
意
は
、
感
性
と
意
志
で
は
な
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く
て
知
情
意
と
言
う
と
き
は
情
と
意
で
す
が
、
情
意
は

情
意
で
す
。

長
谷 
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
は
「
情
意
」
と
い
う
こ
と
だ
と

私
は
考
え
て
、
森
さ
ん
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
「
情

意
」
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
か
な
と
、
違
う
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

上
田 

こ
れ
は
私
も
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
。

八
木 

盲
目
的
意
志
っ
て
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

上
田 

「
意
志
」
と
い
う
こ
と
の
本
質
が
ど
う
い
う
も
の
か
っ

て
い
う
こ
と
に
ま
で
な
っ
て
い
く
と
…
。

長
谷 

西
田
が
「
絶
対
自
由
意
志
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ

て
る
ん
で
す
ね
。

上
田 

そ
う
で
す
。
そ
の
場
合
、「
絶
対
自
由
意
志
」
っ
て
い

う
の
は
普
通
の
意
味
で
の
人
間
の
意
志
で
は
な
い
で
す

よ
ね
。

長
谷 

そ
う
で
す
。

上
田 

そ
う
す
る
と
、
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
理
解
し
て
い
く

場
合
に
、
ど
こ
ま
で
も
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
で
い
え

る
か
ど
う
か
。「
絶
対
自
由
意
志
」
っ
て
い
う
こ
と
を

言
う
ん
だ
っ
た
ら
そ
の
元
に
あ
る
、
西
田
が
そ
こ
で
み

た
「
直
観
」
と
い
う
も
の
ま
で
含
ん
だ
「
意
志
」
と
い

う
こ
と
…
。

長
谷 

だ
か
ら
、
西
田
は
「
意
志
」
と
言
う
言
葉
を
最
終
的
に

は
つ
か
わ
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
賛

成
な
ん
で
す
が
、
し
か
し
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反

省
』
で
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
こ
だ
わ
っ
て

た
時
期
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

上
田 

こ
れ
は
非
常
に
あ
り
ま
す
ね
。

長
谷 

何
に
こ
だ
わ
っ
て
た
か
っ
て
言
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
や
は
り
宗
教
の
迷
い
と
救
い
っ
て
い
う
問
題
が

そ
こ
で
で
て
く
る
っ
て
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
…
。

上
田 

直
接
に
迷
い
と
救
い
の
問
題
と
し
て
、
あ
の
場
合
に
は

出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た

「
迷
い
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
こ
れ
は
「
意
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志
」
の
問
題
か
ど
う
か
。
ど
う
も
、
言
葉
の
問
題
で
い

た
ち
ご
っ
こ
に
な
る
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
だ
か
ら
こ

そ
そ
の
言
葉
で
何
が
言
わ
れ
て
る
の
か
、
何
を
言
い
う

る
の
か
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
。
私
に
と
っ

て
「
意
志
」
と
い
う
の
は
や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
で
、
こ
れ

は
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
も
言
っ
て
る
こ
と
で
す
が
、「
意
志
」

と
い
う
の
は
最
終
的
に
は
「
意
志
へ
の
意
志
」
…
。

長
谷 

西
田
の
「
意
志
」
は
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
と
は
違
う
し
、

西
谷
先
生
の
あ
れ
で
も
な
い
し
。

上
田 

だ
か
ら
、
西
田
も
「
意
志
」
と
言
う
言
葉
を
や
っ
ぱ
り

最
後
に
は
表
面
に
出
さ
な
く
な
る
。

森　

 

そ
ん
な
こ
と
な
い
で
す
よ
。「
宗
教
論
」
で
も
「
意
志
」

は
宗
教
へ
向
か
う
と
き
の
実
存
の
先
端
な
ん
で
す
よ
。

「
意
志
」
が
究
極
の
立
場
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
「
意

志
」
を
通
さ
な
け
れ
ば
そ
こ
へ
は
い
け
な
い
。
そ
れ

は
「
願
」
ま
で
含
め
て
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
願
」

っ
て
い
う
の
は
私
は
「
宗
教
論
」
の
宗
教
的
要
求
が
神

や
な
ん
か
の
本
質
よ
り
前
に
く
る
、
こ
れ
は
非
常
に
大

事
な
、
西
谷
先
生
も
そ
の
伝
統
を
受
け
て
お
ら
れ
る
。

先
生
も
そ
う
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し

要
求
っ
て
い
っ
た
ら
確
か
に
あ
れ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
要
求
に
関
し
て
は
僕
は
究
極
だ
っ
て
い
う
意

味
で
は
認
め
ま
せ
ん
よ
。
転
換
が
は
じ
め
か
ら
あ
る
意

味
で
は
あ
る
と
思
う
。「
宗
教
論
」に
お
い
て
も「
意
志
」

は
非
常
に
強
く
言
わ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す

よ
。
で
す
か
ら
消
え
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
ね
。

八
木 

時
間
が
な
い
か
ら
一
言
だ
け
い
い
で
す
か
。
上
田
さ
ん

の
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
こ
と
聞
い
て
る
と
、
上
田
さ
ん
の

「
意
志
」
が
無
明
の
次
に
で
て
く
る
「
情
」
に
聞
え
て

く
る
わ
け
ね
。
そ
う
い
う
使
い
方
は
あ
る
と
思
う
ん
で

す
ね
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
う
で
す
よ
。
だ
け
ど
、「
意
志
」

っ
て
い
う
と
や
っ
ぱ
り
宗
教
の
場
合
は
根
本
に
悟
り
が

あ
っ
て
の
も
の
だ
か
ら
、
悟
り
か
ら
で
て
く
る
「
願
」

っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
を
い
っ
て

ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
、
こ
の
二
人
が
ま

た
違
う
意
味
で
「
意
志
」
っ
て
い
っ
て
る
か
ら
、
そ
う
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す
る
と
言
葉
の
行
き
違
い
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
…
。

上
田 
私
は
そ
こ
で
「
願
」
と
言
う
言
葉
を
言
い
換
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
の
か
、
言
い
換
え
な
い
と
い
う
の

か
…
。

八
木 

「
意
志
」
っ
て
や
っ
ぱ
り
訳
語
で
す
か
ら
ね
。
昔
か
ら

日
本
語
に
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
で
す
か
。

花
岡 

大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
時
間
が
切
れ
ま
し
て
、

先
生
、
ま
だ
一
言
。

上
田 

ど
う
い
う
こ
と
が
問
題
か
と
い
う
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
は

っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
何
か
動
か
す
も
の
が
あ
っ
て
、

私
た
ち
は
最
終
的
に
何
に
動
か
さ
れ
て
い
る
の
か
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
問
い
方
で
い
い
の
か
ど
う
か
。

花
岡 

大
変
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
で
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
残
念
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
日
も
ま
た
時
間
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
ま
た
展
開
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
遅
く
ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
上
田
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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