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作
者
・
賢
治
は
熊
の
心
情
や
人
間
に
対
す
る
求
愛
を
代
弁
し
な
が
ら
も
、「
い

く
ら
熊
ど
も
だ
っ
て
、
す
っ
か
り
小
十
郎
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
、
犬
が
ま
る
で
火
の

つ
い
た
鞠
の
よ
う
に
な
っ
て
飛
び
つ
き
、
小
十
郎
が
眼
を
ま
る
で
変
に
光
ら
し
て

鉄
砲
を
こ
っ
ち
へ
構
え
る
こ
と
は
、
あ
ん
ま
り
す
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き

は
大
抵
の
熊
は
迷
惑
そ
う
に
手
を
ふ
っ
て
、そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
を
断
っ
た
。

　
　

宮
澤
賢
治
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
の
「
因
果
」
考
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

「
共
苦
と
共
生
」
の
思
想―

―

千　

葉　
　
　

貢　
　

け
れ
ど
も
熊
も
い
ろ
い
ろ
だ
か
ら
、
気
の
烈
し
い
や
つ
な
ら
ご
う
ご
う
吼
え
て
立

ち
あ
が
っ
て
、
犬
な
ど
は
ま
る
で
踏
み
つ
ぶ
し
そ
う
に
し
な
が
ら
、
小
十
郎
の
方

へ
両
手
を
出
し
て
か
か
っ
て
行
く
。
小
十
郎
は
ぴ
っ
た
り
落
ち
着
い
て
樹
を
た
て

に
し
て
立
ち
な
が
ら
、
熊
の
月
の
輪
め
が
け
て
ズ
ド
ン
と
や
る
の
だ
っ
た
。」
と
、

猟
師
と
し
て
の
無
情
に
触
れ
な
が
ら
も
慈
悲
を
忘
れ
な
い
。―

―

「
す
る
と
森
ま

で
が
が
っ
と
叫
ん
で
熊
は
ど
だ
っ
と
倒
れ
、
赤
黒
い
血
を
ど
く
ど
く
吐
き
、
鼻
を

く
ん
く
ん
鳴
ら
し
て
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
っ
た
。」
と
説
明
し
、
賢
治
は
次
の
よ

う
に
続
け
て
い
る
。

　

小
十
郎
は
鉄
砲
を
木
に
立
て
か
け
て
、
注
意
深
く
そ
ば
へ
寄
っ
て
来
て
、
斯
う

言
う
の
だ
っ
た
。

　
「
熊
。
お
れ
は
て
ま
え
を
憎
く
て
殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
。
お
れ
も
商
売
な

ら
て
め
え
も
射
た
な
け
あ
な
ら
ね
え
。
ほ
か
の
罪
の
ね
え
仕
事
を
し
て
え
ん
だ
が

畑
は
な
し
、
木
は
お
上
の
も
の
に
き
ま
っ
た
し
、
里
に
出
て
も
誰
も
相
手
に
し
ね

え
。
仕
方
な
し
に
猟
師
な
ん
ぞ
し
る
ん
だ
。
て
め
え
も
熊
に
生
ま
れ
た
が
因
果
な
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ら
、
お
れ
も
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
。
や
い
。
こ
の
次
に
は
熊
な
ん
ぞ
に
生
ま
れ

な
よ
。」

　

と
語
り
か
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。私
は
、こ
れ
が
猟
師（
狩
人
、ま
た
ぎ
、山
人
）

と
い
う
暮
ら
し
に
甘
ん
ず
る
小
十
郎
の
「
た
め
ら
い
」、即
ち
賢
治
の
「
た
め
ら
い
」

の
告
白
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
生
き
た
動
物
を
狩
る
」
の
を
生
業
と
す
る
猟
師
が
、「
憎

く
て
殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
」
と
「
た
め
ら
い
」
の
心
情
を
零
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
「
お
れ
も
商
売
な
ら
て
め
え
も
射
た
な
け
あ
な
ら
ね
え
」
と
言
い
、

「
仕
方
な
し
に
猟
師
な
ん
ぞ
し
る
ん
だ
」
と
言
う
「
商
売
」
と
し
て
の
「
猟
師
」

に
後
ろ
め
た
さ
や
罪
障
感
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
商
売
」
し
な

け
れ
ば
「
猟
師
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
兎
追
い
し
か
の
山
／　

小

鮒
釣
り
し
か
の
川
」（
作
詞　

高
野
辰
之
、作
曲　

岡
野
貞
一
）
と
い
う
童
謡
（
故

郷
）
で
は
な
い
が
、「
兎
を
追
い
」「
小
鮒
釣
り
」
で
日
を
過
ご
し
、「
茸
狩
り
」「
山

菜
採
り
」
に
興
ず
る
人
々
を
し
て
「
猟
師
」
や
「
漁
師
」、「
農
民
」
と
は
言
わ
な

い
。
だ
か
ら
専
業
で
は
な
い
。「
猟
師
」「
漁
師
」「
農
民
」
は
「
商
売
」
を
通
し

て
生
計
を
立
て
て
い
る
人
々
の
生
業
を
意
味
す
る
。

　
「
熊
捕
り
の
名
人
」
で
あ
る
小
十
郎
は
、「
罪
の
ね
え
仕
事
」
と
し
て
畑
作
を
あ

げ
て
い
る
の
だ
が
、「
な
め
と
こ
山
」
あ
た
り
で
は
畑
作
は
不
向
き
で
、
山
の
木

は
「
お
上
」
に
よ
っ
て
国
有
地
、
あ
る
い
は
国
有
林
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
入

り
会
い
」
と
い
う
伝
統
や
習
慣
が
「
立
ち
入
り
禁
止
」
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。―

―

そ
れ
で
は
「
商
売
」
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

賢
治
は
「
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
」
と
い
う
「
商
売
」
の
性
質
を
示
す
や
り
と
り

を
、
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
「
そ
れ
か
ら
小
十
郎
は
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
小
刀
を
出
し
て
、

熊
の
顎あ

ご

の
と
こ
ろ
か
ら
胸
か
ら
腹
へ
か
け
て
、
皮
を
す
う
っ
と
裂
い
て
行
く
の

だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
僕
は
大
き
ら
い
だ
。」
と
い
う
熊
の
解
体
が

施
さ
れ
、
胆い

と
毛
皮
を
背
負
っ
た
小
十
郎
は
、「
自
分
も
ぐ
ん
な
り
し
た
風ふ

う

で
谷

を
下
っ
て
行
く
こ
と
だ
け
は
た
し
か
な
の
だ
。」
と
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
繰

り
返
さ
れ
た
数
日
後
、
小
十
郎
は
、
や
は
り
熊
の
胆
と
毛
皮
を
背
負
い
「
商
売
」

に
出
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
「
と
こ
ろ
が
こ
の
豪
気
な
小
十
郎
が
、
ま
ち
へ
熊
の
皮
と
胆い

を
売
り
に
行
く
と

き
の
み
じ
め
さ
と
言
っ
た
ら
、
全
く
気
の
毒
だ
っ
た
。（
中
略
）
小
十
郎
が
山
の

よ
う
に
毛
皮
を
し
ょ
っ
て
、
そ
こ
の
し
き
い
を
一
足
ま
た
ぐ
と
、
店
で
は
又
来
た

か
と
い
う
よ
う
に
、
う
す
ら
わ
ら
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
店
の
次
の
間
に
大
き
な

唐か
ら
か
ね金
の
火
鉢
を
出
し
て
、
主
人
が
ど
っ
か
り
と
坐
っ
て
い
た
。」
と
い
う
事
の
始

ま
り
の
説
明
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
場
面
と
会
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
旦
那
さ
ん
、
先せ

ん

こ
ろ
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
あ
ん
し
た
。」

　

あ
の
山
で
は
主ぬ

し

の
よ
う
な
小
十
郎
は
、
毛
皮
の
荷
物
を
横
に
お
ろ
し
て
、
丁
寧

に
敷
板
に
手
を
つ
い
て
言
う
の
だ
っ
た
。

「
は
あ
、
ど
う
も
、
今
日
は
何
の
御
用
で
す
。」

「
熊
の
皮
ま
た
少
し
持
っ
て
来
た
ま
す
。」

「
熊
の
皮
か
。
こ
の
間
の
も
ま
だ
あ
の
ま
ま
し
ま
っ
て
あ
る
し
、今
日
あ
、ま
ん
つ
、
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い
い
ま
す
。」

「
旦
那
さ
ん
、
そ
う
言
わ
な
い
で
ど
う
か
買
っ
て
呉く

ん
な
さ
い
。
安
く
て
も
い
い

ま
す
。」

「
な
ん
ぼ
安
く
て
も
要い

ら
な
い
ま
す
。」

　

主
人
は
落
ち
着
き
は
ら
っ
て
、
き
せ
る
を
た
ん
た
ん
と
て
の
ひ
ら
へ
た
た
く
の

だ
。
あ
の
豪
気
な
山
の
中
の
主
の
小
十
郎
は
、
斯こ

う
言
わ
れ
る
た
び
に
も
う
心
配

そ
う
に
顔
を
し
か
め
た
。

　

や
が
て
「
小
十
郎
は
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
し
わ
が
れ
た
よ
う
な
声
で
言
っ
た

も
ん
だ
。」
と
あ
り
、
小
十
郎
の
卑
屈
な
様
子
や
旦
那
の
狡
猾
な
対
応
が
描
か
れ

て
い
る
。
小
十
郎
は
呟
い
た
。

「
旦
那
さ
ん
、お
願
い
だ
ま
す
。
ど
う
か
何
ぼ
で
も
い
い
は
ん
て
買
っ
て
呉く

な
い
。」

　

小
十
郎
は
そ
う
言
い
な
が
ら
改
め
て
お
じ
ぎ
を
し
た
も
ん
だ
。
主
人
は
だ
ま
っ

て
し
ば
ら
く
け
む
り
を
吐
い
て
か
ら
、
今
少
し
で
に
か
に
か
笑
う
の
を
そ
っ
と
か

く
し
て
言
っ
た
も
ん
だ
。

「
い
い
ま
す
。
置
い
て
お
出で

あ

れ
。
じ
ゃ
、平
助
、小
十
郎
さ
ん
さ
二
円
あ
げ
ろ
じ
ゃ
。」

　

店
の
平
助
が
大
き
な
銀
貨
を
四
枚
小
十
郎
の
前
に
坐
っ
て
出
し
た
。
小
十
郎
は

そ
れ
を
押
し
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
、
に
か
に
か
し
な
が
ら
受
け
取
っ
た
。
そ
れ

か
ら
主
人
は
こ
ん
ど
は
だ
ん
だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な
る
。

「
じ
ゃ
、
お
き
の
、
小
十
郎
さ
ん
さ
一
杯
あ
げ
ろ
。」

　

　

こ
う
し
て
小
十
郎
と
旦
那
の
商
談
は
成
立
し
た
。
そ
の
結
果
、「
そ
れ
か
ら
主

人
は
こ
ん
ど
は
だ
ん
だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な
る
。」
と
い
う
「
商
売
」
の
不
自
然
や

不
当
、
不
公
正
、
不
公
平
、
不
平
等
な
ど
に
つ
い
て
誰
も
が
気
づ
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
か
く
こ
の
世
は
優
勝
劣
敗
、
弱
肉
強
食
、
適
者
生
存
、
生
死
事
大
な
の

だ
か
ら
、
損
得
の
生
じ
る
の
が
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
原
則
で
あ
る
か
の
如

く
肯
定
し
が
ち
な
の
だ
が
、
正
当
、
公
正
、
公
平
、
平
等
で
あ
る
べ
き
「
商
売
」

の
性
質
に
つ
い
て
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
「
商

売
」
の
「
必
要
悪
」
や
「
悪
平
等
」
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

今
日
の
「
市
場
原
理
」
は
自
給
自
足
を
遠
去
け
、
打
算
的
な
「
商
売
」
の
別
称

に
等
し
く
、
最
善
に
し
て
唯
一
絶
対
の
仕
組
み
や
制
度
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、騙
し
た
騙
さ
れ
た
、儲
け
た
損
を
し
た
、価
格（
値
）が
上
が
っ
た
下
が
っ
た
、

な
ど
と
い
う
声
や
言
葉
の
横
行
が
、
真
っ
当
な
人
々
の
平
衡
感
覚
を
歪
め
、
打
算

的
で
小
賢
し
く
、
不
信
感
や
猜
疑
心
の
強
い
、
狡
猾
で
偽
善
的
、
自
己
中
心
的
な

人
を
増
や
し
、不
正
や
不
浄
、不
満
の
蔓
延
す
る
不
穏
、不
安
定
な
社
会
へ
と
「
進

展
」
さ
せ
、
人
々
の
生
活
が
乱
れ
る
。
連
日
の
よ
う
に
「
騙
し
た
騙
さ
れ
た
、
儲

け
た
損
を
し
た
、
上
が
っ
た
下
が
っ
た
」
と
い
う
「
情
報
」
を
裏
づ
け
る
か
の
よ

う
に
経
済
格
差
が
拡
大
し
、「
資
本
の
論
理
」「
敵
対
買
収
」「
株
主
支
配
」
な
ど
と
、

「
お
金
が
も
の
を
言
う
」「
金
の
切
れ
目
が
縁
の
切
れ
目
」「
地
獄
の
沙
汰
も
金
次

第
」
な
ど
と
い
う
諺
通
り
、「
万
事
金
の
世
の
中
」
に
な
り
、「
金
の
生
る
木
」
を

求
め
て
、
さ
ら
に
巧
妙
な
手
口
に
よ
っ
て
「
騙
し
た
騙
さ
れ
た
」
と
い
う
邪
悪
な

ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
交
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
社
会
環
境
の
悪
化
を
促
し
人
々
の
心

を
歪
め
、
狡
猾
で
偽
善
的
な
守
銭
奴
へ
と
貶
め
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
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で「
お
金
を
寝
か
せ
」て
利
息
や
利
益
を
稼
が
せ
る
の
で
は
な
く
、お
金
も
他
の「
も

の
」
と
同
じ
よ
う
に
劣
化
す
る
、
退
化
す
る
、
疲
労
す
る
、
腐
食
す
る
、
錆
び
る
、

老
化
す
る
、
な
ど
と
共
に
「
価
値
の
低
下
」
を
も
た
ら
す
「
時
限
」
の
観
念
、「
不

経
済
」
の
論
理
、「
不
要
」
の
思
想
、「
無
常
」
の
精
神
な
ど
を
養
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
人
生
に
は
死
、
食
品
に
は
「
賞
味
期
限
」、「
も
の
」
に
は
「
耐
用
年

数
」、
あ
る
い
は
「
保
証
期
間
」、
定
期
券
や
入
場
券
に
は
「
有
効
期
限
」
が
あ
る

よ
う
に
、お
金
に
も
「
有
効
期
間
」「
使
用
期
限
」
を
設
定
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

短
期
間
に
大
金
を
使
い
た
い
人
は
、「
交
換
所
」に
行
っ
て
発
行
し
て
貰
え
ば
よ
い
。

「
有
効
期
間
」
内
に
使
い
き
れ
な
か
っ
た
ら
交
換
し
て
貰
う
な
り
、
さ
ら
に
更
新

し
た
り
延
長
し
た
り
し
て
貰
え
ば
い
い
、
な
ど
と
浅
は
か
な
思
い
つ
き
を
述
べ
た

の
だ
が
、今
日
の
「
市
場
原
理
」
や
「
貨
幣
経
済
」「
通
貨
制
度
」「
敵
対
的
買
収
」

な
ど
、い
ず
れ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
「
劣
化
」
や
「
疲
労
」「
歪
み
」
は
な
い
か
、

再
考
や
再
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
原
理
」
や
「
論
理
」、
そ
し
て

「
制
度
」「
仕
組
み
」「
施
策
」「
法
律
」
は
、
今
日
の
人
々
だ
け
に
都
合
良
け
れ
ば

良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
あ
の
豪
気
な
山
の
中
の
主
の
小
十
郎
」
は
、「
町
の
荒
物
屋
の
旦
那
（
主

人
）」
に
足
も
と
を
見
ら
れ
、
弱
み
に
つ
け
込
ま
れ
て
買
い
た
た
か
れ
、「
二
円
」

と
い
う
代
価
を
得
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
信
実
に
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
「
も
の
」
の
値
段
、
価
格
、
価
値
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
決

ま
る
（
決
め
る
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
か
く
二
言
目
に
は
「
市
場
原
理
だ
」
と
し

た
り
顔
で
言
う
が
、
そ
れ
が
値
段
や
価
格
、
価
値
を
決
め
る
唯
一
絶
対
の
「
原
理
」

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
野
菜
の
値
段
が「
上
が
っ
た
」「
下
が
っ
た
」、「
例
年
並
だ
」「
昨

年
並
み
だ
」
と
よ
く
耳
に
す
る
。
生
産
（
量
）
と
消
費
（
量
）
に
伴
う
「
市
場
原

理
で
決
ま
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
同
じ
「
も
の
」
の
価
格
や
値
段
、
価
値
が
昨
年

と
今
年
で
違
い
、
先
週
と
今
週
で
違
う
と
い
う
の
も
不
思
議
な
気
が
す
る
。
農
林

水
産
物
な
ら
時
（
年
）
の
気
象
条
件
に
よ
っ
て
出
来
不
出
来
も
あ
ろ
う
が
、
工
場

で
生
産
さ
れ
る
無
機
質
な
「
も
の
」
ま
で
も
が
違
う
の
は
ど
う
し
た
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。「
も
の
」そ
の「
も
の
」は
昨
年
と
今
年
、先
週
と
今
週
と
て
同
じ「
も
の
」

で
あ
り
な
が
ら
、
器
の
色
や
形
を
変
え
て
「
新
発
売
」
と
添
え
る
だ
け
で
、
違
う

値
段
や
価
格
を
つ
け
る
「
商
売
」
の
「
か
ら
く
り
」
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　

人
間
と
共
に
す
べ
て
の
生
き
も
の
に
は
太
陽
の
熱
や
光
、
大
気
、
大
地
が
不
可

欠
で
あ
る
。
だ
か
ら
価
格
や
値
段
、
価
値
に
は
、
そ
う
し
た
太
陽
や
大
気
、
大
地

の
使
用
料
、
賃
貸
料
に
加
え
た
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
外

部
不
経
済
」
の
内
部
化
に
伴
う
費
用
の
負
担
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

地
球
の
生
態
系
や
環
境
の
保
護
、
保
全
、
維
持
継
承
の
た
め
の
費
用
は
も
と
よ
り
、

こ
れ
ら
の
恩
恵
に
与
っ
て
い
る
「
委
託
料
」「
使
用
料
」「
消
費
税
」
な
ど
に
喩
え

ら
れ
る
価
値
を
、
今
日
の
「
市
場
原
理
」
が
し
っ
か
り
と
考
慮
し
加
味
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
入
山
料
、
通
行
料
、
入
湯
税
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
花
見
、
月
見
、
雪
見
、
そ
し
て
四
季
折
々
の
風
景
を
眺
め
る
の
に
も
拝
観

料
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
風
景
を
醸
し
培
い
、
景
観
を
紡
ぐ
風
土
や
気

候
を
含
む
大
地
に
値
段
を
つ
け
、
売
買
し
た
り
所
有
権
を
巡
っ
て
争
っ
た
り
す
る

「
市
場
経
済
」
と
い
う
仕
組
み
が
不
可
解
で
な
ら
な
い
。

　

だ
が
、
こ
う
し
て
「
万
事
金
の
世
の
中
」
に
す
る
よ
り
も
「
お
金
」
の
か
か
ら

な
い
、「
お
金
」
の
い
ら
な
い
、「
金
持
ち
は
お
断
り
」
に
す
る
よ
う
な
「
仕
組
み
」
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を
「
開
発
」
す
る
こ
と
が
、「
持
続
可
能
な
社
会
」
の
実
現
へ
と
「
進
歩
」「
発
展
」

を
促
す
秘
鑰
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
地
球
の
生
態
系
や
環
境
の

保
護
、
保
全
、
維
持
継
承
な
ど
を
含
め
た
す
べ
て
の
課
題
や
対
策
は
「
お
金
」
で

解
決
し
た
り
可
能
に
し
た
り
、
ま
た
「
お
金
」
で
救
済
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
人
間
の
心
が
け
る
べ
き
不
断
の
大
事
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
小
十
郎
の
足
も
と
を
見
て
買
い
た
た
く
、「
町
の
荒
物
屋
の
旦
那
（
主
人
）」

と
同
じ
よ
う
に
、「
今
少
し
で
に
か
に
か
笑
う
の
を
そ
っ
と
か
く
し
て
」、
大
義
名

分
の「
市
場
原
理
」を
伝
家
の
宝
刀
と
ば
か
り
に
免
罪
符
代
わ
り
に
持
ち
出
し
、「
主

人
は
こ
ん
ど
は
だ
ん
だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な
る
」
と
い
う
「
仕
組
み
」
や
「
か
ら
く

り
」
に
つ
い
て
再
考
や
再
検
討
の
上
、
再
生
や
再
構
築
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か

と
、
重
ね
て
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

四
、
因
縁
生
起
と
い
う
「
相
関
」
の
原
理

　

賢
治
は
「
市
場
原
理
」
に
か
こ
つ
け
た
「
商
売
」
の
「
仕
組
み
」
を
承
知
し
な

が
ら
、
小
十
郎
に
「
旦
那
さ
ん
、
お
願
い
だ
ま
す
。
ど
う
か
何
ぼ
で
も
い
い
は
ん

て
買
っ
て
呉
な
い
。」
と
語
ら
せ
、「
主
人
は
こ
ん
ど
は
だ
ん
だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な

る
。」と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
小
十
郎
と
旦
那（
主
人
）の
違
い
は
、「
市
場
原
理
」

と
い
う
「
商
売
」
の
「
仕
組
み
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

「
原
理
」
や
「
仕
組
み
」
が
変
わ
れ
ば
、「
商
売
」
と
い
う
言
葉
も
立
場
も
変
わ
る

の
で
あ
る
。「
原
理
」
は
生
産
と
消
費
、
需
要
と
供
給
だ
け
の
「
量
」
で
決
ま
る

も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
貨
幣
に
代
替
え
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
一
個

百
円
の
パ
ン
と
一
本
百
円
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
、
本
当
に
等
価
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
欲
し
い
人
に
と
っ
て
は
等
価
で
あ
っ
て
も
、
生
産
や
製
造
の
過
程
、
時
間
、

技
術
、
材
料
、
資
質
な
ど
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
同

じ
価
格
に
し
て
等
価
な
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
れ
は
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、

多
く
の
「
も
の
」
を
分
解
し
、
細
部
に
亘
っ
て
す
べ
て
の
違
い
を
認
め
な
が
ら
、

そ
の
違
い
を
「
原
理
」
と
い
う
「
仕
組
み
」
に
当
て
は
め
て
「
等
価
」
と
見
な
し

た
り
、「
代
替
え
」
を
許
容
し
た
り
し
て
「
取
引
」
や
「
商
売
」
を
促
し
、
代
替

効
果
な
る
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
打
算
的
な
効
率
や
合
理
化
を
追
求
す
る
、
こ
の
よ
う
な
「
原
理
」
や

「
か
ら
く
り
」
に
は
身
土
不
二
、万
物
一
体
、
共
生
共
存
、
互
恵
互
助
、
相
互
扶
助
、

因
果
応
報
と
い
う
よ
う
な
観
念
や
思
想
、
精
神
が
な
い
。
だ
か
ら
人
や
自
然
に
限

ら
ず
、
森
羅
万
象
が
総
合
的
に
関
わ
り
合
い
、
有
機
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る

の
だ
と
い
う「
相
関
」の
原
理
に
気
づ
き
難
い
の
で
あ
る
。「
相
関
」の
原
理
と
は
、

「
躓
く
石
も
縁
の
端
」「
袖
す
り
（
振
り
）
合
う
も
他
生
の
縁
」
な
ど
と
諺
に
も
あ

る
よ
う
に
、「
因
縁
生
起
」
に
し
て
「
因
果
応
報
」
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。「
因
」

と
は
「
よ
る
、
し
た
が
う
、
も
と
づ
く
」
の
意
に
し
て
、
こ
と
の
起
こ
る
も
と
で

あ
り
、
結
果
を
生
み
出
す
直
接
の
力
で
あ
る
。「
縁
」
は
「
因
」
を
扶た

す

け
、
結
果

を
生
み
出
す
間
接
の
力
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。

　

こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て
「
相
関
」
的
な
存
在
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
と
そ
れ
、

そ
れ
と
あ
れ
を
比
較
し
て
、
価
値
の
有
無
や
良
し
悪
し
、
価
格
の
上
下
、
値
段
の

高
低
、
値
打
ち
の
大
小
な
ど
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
木
一
草
、

山
川
土
石
の
一
つ
一
つ
、
動
物
の
一
頭
一
匹
は
、
決
し
て
「
あ
な
た
」
の
た
め
に

（
11
）
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生
ま
れ
、「
あ
な
た
」
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
は
「
あ
な
た
」

の
た
め
に
生
ま
れ
、「
あ
な
た
」
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
は

み
ん
な
初
め
か
ら
赤
い
糸
で
結
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
と
の
出
会
い
や

別
れ
は
必
然
の
こ
と
と
し
て
、
何
事
も
今
は
亡
き
人
々
を
含
め
て
「
相
関
」
の
原

理
と
い
う
べ
き
「
因
縁
」
に
よ
る
「
因
果
」
と
観
念
す
る
他
は
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

賢
治
は
、熊
を
射
殺
し
た
小
十
郎
に
「
て
め
え
も
熊
に
生
ま
れ
た
が
因
果
な
ら
、

お
れ
も
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
」
と
語
ら
せ
、
人
間
と
動
物
の
対
等
な
「
相
関
」

関
係
を
訴
え
て
い
る
の
だ
が
、「
商
売
」
の
原
理
や
「
因
果
」
に
つ
い
て
も
、
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

い
く
ら
物
価
の
安
い
と
き
だ
っ
て
熊
の
毛
皮
二
枚
で
二
円
は
あ
ん
ま
り
安
い
と

誰
で
も
思
う
。

　

実
に
安
い
し
、
あ
ん
ま
り
安
い
こ
と
は
小
十
郎
で
も
知
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も

ど
う
し
て
小
十
郎
は
、
そ
ん
な
町
の
荒
物
屋
な
ん
か
で
な
し
に
、
ほ
か
の
人
に
ど

し
ど
し
売
れ
な
い
か
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
大
抵
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　

け
れ
ど
も
日
本
に
は
狐

き
つ
ね

け
ん
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
狐
は
猟
師
に
負
け
、
猟

師
は
旦
那
に
負
け
る
と
き
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
熊
は
小
十
郎
に
や
ら
れ
、
小

十
郎
は
旦
那
に
や
ら
れ
る
。
旦
那
は
町
の
み
ん
な
の
中
に
い
る
か
ら
な
か
な
か
熊

に
食
わ
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
ん
な
い
や
な
ず
る
い
や
つ
ら
は
、
世
界
が
だ
ん
だ

ん
進
歩
す
る
と
、
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
。　
　
　

　

僕
は
し
ば
ら
く
の
間
で
も
、
あ
ん
な
立
派
な
小
十
郎
が
、
二
度
と
つ
ら
も
見
た

く
な
い
よ
う
な
、
い
や
あ
な
や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
が
、
実
に

し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
。

　

賢
治
は
「
商
売
」
の
「
原
理
」
に
つ
い
て
分
析
し
、
嫌
悪
感
や
憤
り
を
露
呈
し

不
快
な
見
解
を
述
べ
な
が
ら
、「
原
理
」
の
歪
み
や
捻
れ
、
不
具
合
、
不
備
な
ど

に
つ
い
て
は
「
そ
れ
は
な
ぜ
か
大
抵
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と
、
読
者
の
注
意

を
喚
起
し
判
断
を
委
ね
て
い
る
。
た
だ
、「
狐
け
ん
」
に
喩
え
ら
れ
た
、「
こ
ん
な

い
や
な
ず
る
い
や
つ
ら
」
に
仕
組
ま
れ
、「
う
ま
く
や
ら
れ
る
」
よ
う
な
「
商
売
」

の
「
原
理
」
も
、「
世
界
が
だ
ん
だ
ん
進
歩
す
る
と
、
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ

て
行
く
」
と
し
て
、
希
望
や
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
人
は
初
め
か
ら
「
い
や
な
ず
る
い
」「
旦
那
」
と
し
て
生
ま
れ
て
く

る
の
で
は
な
く
、「
こ
ん
な
因
果
な
商
売
」
に
よ
っ
て
、「
応
報
」
と
い
う
べ
き
「
因

縁
生
起
」
の
必
要
悪
を
身
に
つ
け
た
結
果
な
の
で
あ
る
。「
町
の
中
」
の
「
商
売
」

か
ら「
産
地
直
送（
配
）」「
地
産
地
消
」、郊
外
に
点
在
す
る「
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
」

で
の
直
販
・
直
売
の
増
加
に
よ
っ
て
、「
い
や
な
ず
る
い
や
つ
ら
」
や
「
又
来
た

か
と
い
う
よ
う
に
、
う
す
ら
わ
ら
っ
て
い
る
」「
今
少
し
で
に
か
に
か
笑
う
の
を

そ
っ
と
か
く
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
「
旦
那
（
主
人
）」
な
ど
、「
ひ
と
り
で
に
消

え
て
な
く
な
っ
て
」
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
生
産
者
（
地
）
と
消
費
者
（
地
）

と
の
交
流
、
交
感
、
交
信
、
交
通
、
交
換
、
交
歓
な
ど
、
関
わ
り
合
い
や
つ
な
が

り
合
い
を
認
識
し
強
化
す
れ
ば
、
森
羅
万
象
と
の
一
体
感
や
共
感
、
そ
し
て
「
共

生
共
存
」
を
実
感
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
ら
の
「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」

に
も
目
覚
め
、「
相
関
」
の
原
理
に
基
づ
く
「
互
恵
互
助
」「
相
互
扶
助
」
の
必
要
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不
可
欠
と
、
そ
の
内
容
の
大
切
さ
に
悟
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
人
に
限
ら
ず
、

森
羅
万
象
を
介
し
て
の
「
相
身
互
身
」
を
愛
惜
し
、「
お
互
い
様
」
と
挨
拶
代
わ

り
に
交
わ
し
合
う
互
譲
の
精
神
が
醸
し
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
市
場

原
理
」
に
基
づ
く
「
商
売
」
に
は
、
商

し
ょ
う
ば
い
が
た
き

売
敵
と
の
競
争
も
強
い
ら
れ
る
た
め
、
休

み
な
く
巧
妙
な
手
口
を
追
求
す
る
打
算
的
な
「
勉
強
」
が
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、

「
交
換
・
交
感
・
交
歓
」
に
は
「
相
関
」
の
原
理
を
支
え
る
「
共
苦
・
共
生
・
共
感
」

の
思
想
や
精
神
が
育
ま
れ
、
息
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

私
が
強
調
す
る
「
相
関
」
の
原
理
は
、「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」
を
承
知
し
、

「
共
苦
・
共
生
」
の
思
想
や
互
譲
の
精
神
、
不
二
元
主
義
と
い
う
「
万
物
一
体
感
」

な
ど
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
森
羅
万
象
は
こ
と
ご
と
く
異
質
で
あ

り
、
違
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
交
感
、
交
歓
、
そ
し
て
対
等
感
も
広
が
り
、
生
死
も

「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」
と
し
て
受
容
し
、
有
為
転
変
の
無
常
を
承
知
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
」「
散
る
桜
残
る

桜
も
散
る
桜
」（
一
休
和
尚
）
に
し
ろ
、「
親
の
恩
歯
が
抜
け
て
か
ら
噛
み
し
め
る
」

「
う
た
た
ね
も
叱
り
手
の
な
い
寒
さ
か
な
」（
小
林
一
茶
）、
そ
し
て
「
親
思
う
心

に
ま
さ
る
親
心
今
日
の
訪
れ
何
と
聞
く
ら
ん
」（
吉
田
松
陰
）、「
老
い
て
尚
懐
か

し
き
名
の
母
子
草
」（
高
浜
虚
子
）
と
い
う
心
情
と
て
、
人
は
皆
、
今
は
亡
き
人
々

の
思
い
や
過
去
を
背
負
い
な
が
ら
、
未
来
を
含
め
て
今
日
を
生
き
て
い
る
の
だ
と

い
う
感
慨
の
告
白
に
違
い
な
い
。

　

賢
治
は
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と
淵
沢
小
十
郎
の
「
相
関
」
と
「
因
縁
」
の

深
さ
を
追
求
し
、
両
者
の
「
因
果
」
に
ま
で
及
ん
で
、
次
の
よ
う
に
物
語
を
究
め

て
い
る
。

　

こ
ん
な
風
だ
っ
た
か
ら
小
十
郎
は
、
熊
ど
も
を
殺
し
て
は
い
て
も
決
し
て
そ
れ

を
憎
ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
あ
る
年
の
夏
、
こ
ん
な
よ
う
な
お
か

し
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
。（
中
略
）

　

小
十
郎
は
油
断
な
く
銃
を
構
え
て
打
つ
ば
か
り
に
し
て
近
寄
っ
て
行
っ
た
ら
、

熊
は
両
手
を
あ
げ
て
叫
ん
だ
。

「
お
前
は
何
が
ほ
し
く
て
お
れ
を
殺
す
ん
だ
。」

「
あ
あ
、
お
れ
は
お
前
の
毛
皮
と
、
胆い

の
ほ
か
に
は
な
ん
に
も
い
ら
な
い
。
そ
れ

も
町
へ
持
っ
て
行
っ
て
ひ
ど
く
高
く
売
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
し
、
ほ
ん
と
う
に

気
の
毒
だ
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
仕
方
な
い
。
け
れ
ど
も
お
前
に
今
ご
ろ
そ
ん
な
こ

と
を
言
わ
れ
る
と
、
も
う
お
れ
な
ん
ど
は
何
か
、
栗
か
し
だ
実
で
も
食
っ
て
い
て
、

そ
れ
で
死
ぬ
な
ら
お
れ
も
死
ん
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。」

「
も
う
二
年
ば
か
り
待
っ
て
く
れ
。
お
れ
も
死
ぬ
の
は
も
う
か
ま
わ
な
い
よ
う
な

も
ん
だ
け
れ
ど
も
、
少
し
し
残
し
た
仕
事
も
あ
る
し
、
た
だ
二
年
だ
け
待
っ
て
く

れ
。
二
年
目
に
は
お
れ
も
、お
前
の
家
の
前
で
ち
ゃ
ん
と
死
ん
で
い
て
や
る
か
ら
。

毛
皮
も
胆い

ぶ
く
ろ袋
も
や
っ
て
し
ま
う
か
ら
。」

　

小
十
郎
は
変
な
気
が
し
て
じ
っ
と
考
え
て
立
っ
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）

　

そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
年
目
だ
っ
た
が
、
あ
る
朝
小
十
郎
が
、
あ
ん
ま
り
風
が

烈
し
く
て
、
樹
も
か
き
ね
も
倒
れ
た
ろ
う
と
思
っ
て
外
へ
出
た
ら
、
ひ
の
き
の
か

き
ね
は
い
つ
も
の
よ
う
に
か
わ
り
な
く
、
そ
の
下
の
と
こ
ろ
に
始
終
見
た
こ
と
の

あ
る
赤
黒
い
も
の
が
横
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
二
年
目
だ
し
、
あ

の
熊
が
や
っ
て
来
る
か
と
少
し
心
配
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た
か
ら
、
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小
十
郎
は
ど
き
っ
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
ば
に
寄
っ
て
見
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
こ
の

前
の
熊
が
、
口
か
ら
い
っ
ぱ
い
血
を
吐
い
て
倒
れ
て
い
た
。

　

小
十
郎
は
思
わ
ず
拝
む
よ
う
に
し
た
。

　

熊
は
約
束
通
り
死
ん
だ
。「
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の

で
あ
る
。（
中
略
）ま
っ
た
く
熊
ど
も
は
小
十
郎
の
犬
さ
え
好
き
な
よ
う
だ
っ
た
。」

し
、
小
十
郎
が
「
生
き
た
動
物
を
狩
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
」
や
、「
憎
く
て
殺

し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
」と
い
う
憐
れ
み
や
心
配
り
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

「
死
ん
で
い
て
や
る
か
ら
」
と
い
う
覚
悟
の
う
え
で
自
決
し
た
の
で
あ
る
。
小
十

郎
（
人
間
）
に
対
す
る
熊
（
動
物
）
の
約
束
が
見
事
に
果
た
さ
れ
た
。
熊
の
「
死
」

は
、「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」
に
し
て
「
相
関
」
の
原
理
を
裏
づ
け
る
か
の
よ

う
な
「
死
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
小
十
郎
と
の
「
因
縁
」
に
殉
じ
た
の
で
あ

り
、
そ
の
真
因
は
人
間
だ
け
の
都
合
で
つ
く
ら
れ
仕
組
ま
れ
営
ま
れ
て
い
る
「
商

売
」
の
犠
牲
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

人
間
は
熊
（
動
物
、植
物
も
）
を
殺
し
て
、そ
の
毛
皮
や
胆い

を
「
商
売
」
に
す
る
、

こ
れ
を
生
存
競
争
や
弱
肉
強
食
の
「
因
果
」
だ
と
し
て
「
た
め
ら
い
」
も
な
く
繰

り
返
し
、
さ
ら
な
る
発
展
や
成
長
、
開
発
、
拡
大
の
画
策
に
余
念
が
な
い
。
人
間

は
多
く
の
命
を
死
に
追
い
や
り
、
死
を
利
用
し
、
死
と
い
う
犠
牲
の
う
え
に
自
ら

の
生
を
貪
り
、
弄
び
、
生
き
永
ら
え
て
い
る
の
だ
が
、
永
遠
の
生
な
ど
あ
り
得
な

い
。
人
間
と
動
物
の
「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」
を
も
た
ら
す
「
相
関
」
の
原

理
に
基
づ
け
ば
、
熊
の
死
を
「
因
果
」
と
す
る
の
は
片
手
落
ち
な
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
人
間
も
ま
た
死
ぬ
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
動
物
や
植
物

を
含
め
た
自
然
と
の
共
生
共
存
、
一
体
化
を
盛
ん
に
叫
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
窮

地
に
陥
っ
た
人
間
の
一
方
的
な
求
愛
で
あ
り
、
羞
恥
心
に
欠
け
た
傲
慢
に
し
て
利

己
的
な
主
張
で
あ
る
。
ま
た
し
て
も
打
算
的
で
狡
猾
な
御
都
合
主
義
の
露
呈
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
今
も
猶
、
い
や
来
た
る
べ
き
日
々
も
ま
た
自
然
は
犠
牲
を
強
い

ら
れ
る
だ
け
で
、
決
し
て
共
生
共
存
は
も
と
よ
り
、
一
体
化
も
実
現
し
な
い
で
あ

ろ
う
。「
環
境
に
や
さ
し
い
○
○
」
な
ど
と
て
口
先
だ
け
の
絵
空
事
、
画
餅
、
綺

麗
事
に
過
ぎ
な
い
。
実
現
の
た
め
に
は
人
間
の
「
共
苦
」「
共
痛
」「
共
育
」「
共
食
」

「
共
演
」
な
ど
の
実
践
や
、
物
事
の
必
然
を
受
容
す
る
忍に

ん
に
く辱
（
い
た
ず
ら
に
忍
耐
、

我
慢
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
事
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
時
間
と
方
法
に
耐
え
る

こ
と
で
あ
り
、
継
続
が
伴
う
）
の
時
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

自
然
は
耐
え
て
ば
か
り
で
何
も
語
ら
な
い
が
、人
間
が「
た
め
ら
い
」や「
慎
み
」

を
喪
失
し
「
不
調
」
の
氾
濫
を
来
す
よ
う
に
な
っ
て
、
や
が
て
反
乱
、
そ
し
て
逆

襲
の
機
会
を
狙
っ
て
い
る
。
熊
は
、「
熊
も
い
ろ
い
ろ
だ
か
ら
、
気
の
烈
し
い
や

つ
な
ら
ご
う
ご
う
吼
え
て
」、
小
十
郎
と
の
「
因
縁
」
を
断
念
し
「
因
果
」
に
決

着
を
つ
け
る
。
熊
は
小
十
郎
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。
熊
は
、「
熊
に
生
ま
れ
た
が

因
果
」
だ
と
し
て
「
た
め
ら
い
」
は
し
な
い
。
な
ぜ
か
、
そ
れ
は
人
間
の
よ
う
に

打
算
的
な
「
商
売
」
で
は
な
く
、
自
ら
の
保
身
、
防
衛
、
保
護
、
延
命
の
た
め
に

「
攻
撃
」し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
逆
襲
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。
小
十
郎
の「
死
」

は
、
そ
の
も
の
の
真
価
ま
で
「
市
場
原
理
」
に
か
こ
つ
け
て
交
換
す
る
「
商
売
」

を
正
当
化
し
、
合
理
的
だ
と
い
う
仕
組
み
に
よ
る
皮
肉
な
結
果
で
あ
る
。「
攻
撃

は
最
大
の
防
御
で
あ
る
」
と
し
て
「
進
歩
・
発
展
・
開
発
・
ス
ピ
ー
ド
化
・
楽
だ

便
利
だ
簡
単
だ
」
な
ど
と
「
無
痛
文
明
」
ば
か
り
を
追
求
し
、「
も
っ
と
よ
い
も

（
12
）
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の
を
」「
も
っ
と
よ
く
な
る
は
ず
だ
」「
も
っ
と
便
利
に
」
と
「
攻
撃
」
や
「
攻
勢
」

「
獲
得
」
だ
け
に
心
血
を
注
い
で
い
る
と
、歪
み
を
生
み
出
し
「
不
調
」
を
来
た
し
、

予
想
や
予
期
し
な
い
「
逆
襲
」（
地
震
、
雷
、
火
事
、
豪
雨
豪
雪
、
台
風
、
津
波

な
ど
の
自
然
災
害
を
は
じ
め
、
人
為
的
な
事
件
、
事
故
、
犯
罪
な
ど
）
に
よ
っ
て

不
慮
の
「
死
」
を
告
げ
ら
れ
、
突
然
の
「
死
」
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
近
代
化
」
を
掲
げ
て
「
進

歩
だ
・
発
展
だ
・
開
発
だ
」
と
一
方
的
に
「
攻
撃
（
勢
）」
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
防
御
（
備
）」
と
の
調
和
や
均
衡
を
図
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
、
す
で

に
多
く
の
人
災
や
天
災
に
よ
っ
て
「
共
苦
」
ど
こ
ろ
か
「
共
死
」
を
も
っ
て
教
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
犠
牲
者
の「
死
」

を
受
容
し
、
過
ぎ
し
日
を
省
み
な
が
ら
こ
れ
か
ら
の
教
訓
と
す
べ
く
「
共
感
」
と

「
共
同
」
を
図
り
、「
共
苦
」
や
「
共
育
」
を
実
践
す
る
こ
と
が
「
共
生
」
で
あ
り

「
再
生
」
と
い
う
の
で
あ
る
。「
死
」
を
生
か
す
こ
と
が
人
生
な
の
で
あ
る
。

　

小
十
郎
や
熊
は
、
お
互
い
の
「
因
縁
」
に
よ
っ
て
「
相
関
」
を
断
ち
、
断
た
れ

て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
因
果
」
で
あ
る
。
全
く
「
商
売
」
に
よ
る
「
因

果
」と
い
う
他
は
な
い
。
小
十
郎
は
、鉄
砲
の
不
発
に
よ
っ
て
熊
に
一
撃
を
喰
ら
っ

た
の
で
あ
ろ
う
、「
が
あ
ん
と
頭
が
鳴
っ
て
、
ま
わ
り
が
い
ち
め
ん
ま
っ
青
に
な
っ

た
。
そ
れ
か
ら
遠
く
で
斯
う
言
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
。」
と
い
う
。
そ
れ
は
小
十

郎
自
身
の
「
こ
と
ば
」
で
あ
っ
た
。

「
お
お
小
十
郎
、
お
前
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。」

　

も
う
お
れ
は
死
ん
だ
、
と
小
十
郎
は
思
っ
た
。
そ
し
て
、
ち
ら
ち
ら
ち
ら
ち
ら

青
い
星
の
よ
う
な
光
が
、
そ
こ
い
ら
い
ち
め
ん
に
見
え
た
。

「
こ
れ
が
死
ん
だ
し
る
し
だ
。
死
ぬ
と
き
見
る
火
だ
。
熊
ど
も
、
ゆ
る
せ
よ
。」
と

小
十
郎
は
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
あ
と
の
小
十
郎
の
心
持
ち
は
も
う
私
に
は
わ
か
ら

な
い
。

　

作
者
の
賢
治
は
書
き
加
え
て
な
い
が
、「
小
十
郎
。
お
れ
は
て
め
え
を
憎
く
て

殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
。
お
れ
も
生
き
る
た
め
に
て
め
え
を
殺
さ
な
け
あ
な
ら

ね
え
。
て
め
え
も
人
間
に
生
ま
れ
た
が
因
果
な
ら
、
お
れ
も
生
き
る
た
め
の
因
果

だ
。
や
い
。
小
十
郎
、
こ
の
次
に
は
人
間
な
ん
ぞ
に
生
ま
れ
な
よ
。」
と
も
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
熊
に
生
ま
れ
て
も
「
因
果
」
で
あ
り
、
人
間
に
生
ま
れ
て
も

「
因
果
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の「
因
果
」は
、「
相
関
」の
原
理
に
よ
っ

て
「
攻
撃
」
だ
け
に
偏
重
を
来
す
の
で
は
な
く
、「
進
歩
・
発
展
・
開
発
」
の
一

辺
倒
を
「
た
め
ら
い
」、「
防
御
」
と
の
均
衡
が
肝
要
で
あ
り
、「
共
生
」
の
希
求

や
維
持
継
承
に
は
「
共
感
」、
そ
し
て
「
共
苦
」
の
覚
悟
と
忍
辱
の
精
神
が
不
可

欠
な
の
で
あ
る
。

　

私
の
言
う
「
因
縁
生
起
」「
因
果
応
報
」
と
は
、
在
り
し
日
の
人
々
を
も
含
め

た
動
物
や
植
物
は
も
と
よ
り
森
羅
万
象
と
の
関
わ
り
合
い
、
つ
な
が
り
合
っ
て
い

る
と
い
う
一
体
感
や
紐
帯
意
識
で
あ
り
、「
相
関
」
の
原
理
が
も
た
ら
し
め
る
共

感
や
共
生
、
共
苦
な
の
で
あ
る
。「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と
淵
沢
小
十
郎
が
殺
し

合
い
、
共
に
死
ん
だ
よ
う
に
、「
市
場
原
理
」「
資
本
の
論
理
」
と
い
う
仕
組
み
に

か
こ
つ
け
て
、「
狐
け
ん
」
と
喩
え
ら
れ
た
「
商
売
」
と
称
し
て
「
攻
撃
」
や
「
獲

得
」
ば
か
り
に
心
血
を
注
い
で
い
る
と
、「
相
関
」
の
原
理
の
「
偏
重
」
に
伴
い
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「
不
調
」
を
多
発
さ
せ
、「
共
苦
」
ど
こ
ろ
か
「
共
死
」
と
い
う
共
倒
れ
の
「
因
果
」

を
も
た
ら
し
、
不
慮
の
事
態
を
招
き
兼
ね
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
巧こ

う
さ詐
は

拙せ
っ
せ
い誠
に
如し

か
ず
」
と
い
う
箴
言
を
想
起
し
、「
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
」
と
嘆
い

た
と
こ
ろ
で
後
の
祭
り
、「
覆
水
盆
に
返
ら
ず
」「
後
悔
先
に
立
た
ず
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

先
師
は
い
う
、「
自
分
の
過
ち
を
認
め
る
こ
と
は
つ
ら
い
。
し
か
し
過
ち
を
つ

ら
く
感
じ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
人
間
の
立
派
さ
も
あ
る
ん
だ
。（
中
略
）
人

間
で
あ
る
限
り
、
過
ち
は
誰
に
だ
っ
て
あ
る
。
そ
し
て
、
良
心
が
し
び
れ
て
し
ま

わ
な
い
以
上
、
過
ち
を
犯
し
た
と
い
う
意
識
は
、
僕
た
ち
に
苦
し
い
思
い
を
な
め

さ
ず
に
は
い
な
い
。
し
か
し
、
コ
ペ
ル
君
、
お
互
い
に
、
こ
の
苦
し
い
思
い
の
中

か
ら
、
い
つ
も
新
た
な
自
信
を
汲
み
出
し
て
行
こ
う
で
は
な
い
か
、―

―

正
し
い

道
に
従
っ
て
ゆ
く
力
が
あ
る
か
ら
、
こ
ん
な
苦
し
み
も
な
め
る
の
だ
と
。」。
そ
し

て
、―

―

「
僕
た
ち
は
、
自
分
で
自
分
を
決
定
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

誤
り
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し―
―

僕
た
ち
は
、
自
分
で
自
分
を
決
定
す
る

力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
誤
り
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。」
と

教
え
ら
れ
、
諭
し
て
く
れ
る
で
は
な
い
か
。

　

先
師
の
教
え
は
古
典
（
洗
練
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
賢
治
の
童
話
『
な
め
と

こ
山
の
熊
』も
立
派
な
古
典
で
あ
る
。
打
算
的
に
し
て
功
利
的
な
人
間
の
、「
開
発
」

と
い
う
「
攻
撃
」
に
追
わ
れ
た
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
子
孫
た
ち
で
あ
ろ
う
か
、

鹿
や
猿
、
猪
た
ち
と
共
に
「
共
苦
」
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
人
里
に
出
没
し
て

は
農
作
物
を
荒
ら
し
た
り
、
人
に
危
害
を
加
え
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
明

の
象
徴
で
あ
り
、「
近
代
化
」
の
結
晶
に
等
し
い
「
街
」
や
「
都
会
」、「
都
市
」（city= 

civilization

は
文
明
の
意
）
に
は
、「
ガ
ン
グ
ロ
」
に
「
厚
底
」
を
履
い
た
若
い

「
山
姥
」
が
徘
徊
し
、「
尻け

つ

パ
ン
」
姿
の
「
ケ
ー
タ
イ
を
も
っ
た
サ
ル
」
が
急
速
に

繁
殖
し
、「
考
え
な
い
ヒ
ト
」
や
「
進
化
し
す
ぎ
た
日
本
人
」
た
ち
の
奇
行
や
蛮

行
が
氾
濫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
動
物
（
人
間
も
含
め
て
自
然
も
）
た

ち
に
よ
る
批
判
、
抵
抗
、
反
抗
、
反
乱
、
逆
襲
に
し
て
、「
共
苦
」
か
ら
「
共
死
」

に
至
る
徴
候
、
前
兆
、
予
兆
、
階
梯
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
果
に
至
る
過
程
に
目
覚

め
よ
と
い
う
警
鐘
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
う
生
ま
れ
た
が
「
因
果
」
で
諦
め
る
他

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
な
の
か
生
み
た
く
な
い
、
生
ま
れ
た
く
な
い

人
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
コ
ウ
ノ
ト
リ

0

0

0

0

0

に
見
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
　
　
　
　

五
、「
共
死
」
と
い
う
輪
廻
転
生―

―

ま
と
め
に
代
え
て

　
「
熊
捕
り
の
名
人
」
で
あ
る
淵
沢
小
十
郎
は
死
ん
だ
。
何
と
、
熊
に
よ
っ
て
殺

さ
れ
た
の
で
あ
る
。す
で
に
多
く
の
熊
が
小
十
郎
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

「
お
互
い
様
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
「
共
死
」
に
他
な
ら
な
い
。
小
十
郎
は
ひ

と
り
な
の
だ
が
、
熊
は
決
し
て
一
頭
（
匹
）
で
は
な
い
。
人
ひ
と
り
の
死
と
、
数

頭
（
匹
）
の
死
│
│
こ
れ
が
生
存
競
争
を
強
い
ら
れ
て
き
た
見
え
ざ
る
生
態
系
の

調
和
や
均
衡
の
保
持
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

狩
猟
採
集
生
活
は
野
生
の
鳥
獣
を
含
め
、
湖
沼
や
河
川
、
里
海
（
里
山
に
対
す

る
名
称
で
沿
岸
や
近
海
を
意
味
す
る
）
に
生
息
す
る
魚
介
類
、
そ
し
て
山
菜
、
水

生
植
物
な
ど
の
「
生
き
も
の
」
の
命
を
殺
し
て
、
そ
の
「
死
」
を
受
容
す
る
こ
と

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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な
の
で
あ
る
。
人
間
は
動
物
や
植
物
の
「
死
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
「
共
生
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
生
」
の
な
か
に
「
死
」
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
匹
一
匹
、
一
頭
一
頭
、
一
羽
一
羽
の
動
物
、
そ
し
て
一

木
一
草
の
植
物
も
、一
人
ひ
と
り
の
人
間
も
「
死
」
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
動
物
や
植
物
、
そ
し
て
人
間
も
絶
え
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
り
、
共
に

生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
「
死
」
の
な
い
「
共
生
」
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。「
共

生
」
と
は
「
共
苦
」
や
「
共
死
」
を
伴
い
な
が
ら
「
持
続
可
能
」
な
ら
し
め
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　

狩
猟
採
集
は
、
人
間
が
生
き
抜
く
た
め
に
食
糧
の
獲
得
を
目
指
し
て
行
う
も
の

な
の
だ
が
、
野
生
の
動
物
や
植
物
と
の
食
物
連
鎖
に
加
担
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

だ
か
ら
、「
熊
捕
り
の
名
人
」
と
言
わ
れ
た
小
十
郎
は
、
親
（
母
）
子
連
れ
の
熊

を
狙
わ
な
か
っ
た
。
山
菜
や
水
生
植
物
と
て
根
こ
そ
ぎ
採
り
尽
く
す
ほ
ど
愚
か
者

で
は
な
い
。
小
熊
は
、
や
が
て
成
長
し
て
小
熊
を
も
た
ら
し
、
植
物
は
再
び
繁
茂

し
た
り
実
り
を
も
た
ら
し
た
り
と
、「
持
続
可
能
」
に
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
も
「
連
鎖
」
の
可
能
性
と
、
定
期
的

な
食
糧
の
確
保
を
期
待
し
て
の
判
断
で
あ
り
習
慣
に
他
な
ら
な
い
。『
な
め
と
こ

山
の
熊
』
の
な
か
に
は
「
狩
猟
の
英
知
」
を
授
け
て
く
れ
る
よ
う
な
母
子
（
お
や

こ
）
の
会
話
、
そ
し
て
、
そ
の
情
景
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

　

小
十
郎
が
す
ぐ
下
に
湧
水
の
あ
っ
た
の
を
思
い
出
し
て
少
し
山
を
降
り
か
け
た

ら
、
驚
い
た
こ
と
に
は
母
親
と
や
っ
と
一
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
よ
う
な
小
熊
と

二に
ひ
き疋

、
ち
ょ
う
ど
人
が
額
に
手
を
あ
て
て
遠
く
を
眺
め
る
と
い
っ
た
風
に
、
淡
い

六
日
の
月
光
の
中
を
向
こ
う
の
、
谷
を
し
げ
し
げ
見
つ
め
て
い
る
の
に
遭あ

っ
た
。

　

小
十
郎
は
ま
る
で
そ
の
二
疋
の
熊
の
体
か
ら
後
光
が
射
す
よ
う
に
思
え
て
、
釘

付
け
に
な
っ
た
よ
う
に
立
ち
ど
ま
っ
て
そ
っ
ち
を
見
つ
め
て
い
た
。
す
る
と
小
熊

が
甘
え
る
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
。

「
ど
う
し
て
も
雪
だ
よ
。
お
っ
か
さ
ん
。
谷
の
こ
っ
ち
側
だ
け
白
く
な
っ
て
い
る

ん
だ
も
の
。
ど
う
し
て
も
雪
だ
よ
。
お
っ
か
さ
ん
。」

　

す
る
と
母
親
の
熊
は
ま
だ
し
げ
し
げ
と
見
つ
め
て
い
た
が
や
っ
と
言
っ
た
。

「
雪
で
な
い
よ
。
あ
す
こ
へ
だ
け
降
る
は
ず
が
な
い
ん
だ
も
の
。」

小
熊
は
ま
た
言
っ
た
。

「
だ
か
ら
溶
け
な
い
で
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」

「
い
い
え
、
お
っ
か
さ
ん
は
あ
ざ
み
の
芽
を
見
に
、
昨
日
あ
す
こ
を
通
っ
た
ば
か

り
で
す
。」

　

小
十
郎
も
じ
っ
と
そ
っ
ち
を
見
た
。

　

月
の
光
が
青
じ
ろ
く
山
の
斜
面
を
滑
っ
て
い
た
。
そ
こ
が
ち
ょ
う
ど
、
銀
の
鏡

の
よ
う
に
光
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
た
っ
て
小
熊
が
言
っ
た
。

「
雪
で
な
け
あ
霜
だ
ね
え
。
き
っ
と
そ
う
だ
。」

　

ほ
ん
と
う
に
今
夜
は
霜
が
降
る
ぞ
、
お
月
さ
ま
の
近
く
で
胃

こ
き
へ

も
あ
ん
な
に
青
く

ふ
る
え
て
い
る
し
、
第
一
お
月
さ
ま
の
い
ろ
だ
っ
て
ま
る
で
氷
の
よ
う
だ
。
と
小

十
郎
は
ひ
と
り
で
思
っ
た
。

「
お
か
あ
さ
ま
は
わ
か
っ
た
よ
、
あ
れ
ね
え
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
。」

「
な
あ
ん
だ
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
だ
い
。
僕
知
っ
て
る
よ
。」

「
い
い
え
、
お
前
は
ま
だ
見
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。」

（
18
）

（
17
）
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「
知
っ
て
る
よ
、
僕
こ
の
前
と
っ
て
来
た
も
の
。」

「
い
い
え
、
あ
れ
は
ひ
き
ざ
く
ら
で
あ
り
ま
せ
ん
。
お
前
が
と
っ
て
来
た
の
、
き

さ
さ
げ
の
花
で
し
ょ
う
。」

「
そ
う
だ
ろ
う
か
。」
小
熊
は
と
ぼ
け
た
よ
う
に
答
え
ま
し
た
。

　

小
十
郎
は
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
、
も
う
一
ぺ
ん
向
こ
う
の
谷

の
白
い
雪
の
よ
う
な
花
を
、
余
念
な
く
月
光
を
あ
び
て
立
っ
て
い
る
母お

や
こ子
の
熊
を

ち
ら
っ
と
見
て
、
そ
れ
か
ら
音
を
た
て
な
い
よ
う
に
こ
っ
そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り
は

じ
め
た
。
風
が
あ
っ
ち
へ
行
く
な
行
く
な
と
思
い
な
が
ら
、
小
十
郎
は
そ
ろ
そ
ろ

と
後あ

と
し
ざ退
り
し
た
。
く
ろ
も
じ
の
木
の
匂
い
が
月
あ
か
り
と
い
っ
し
ょ
に
す
う
っ
と

さ
し
た
。

　

熊
の
母お

や
こ子
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
会
話
と
、そ
れ
を
神
妙
に
見
守
る
小
十
郎―

―

、

確
か
に
「
母
熊
と
小
熊
の
和
や
か
な
語
り
合
い
を
見
て
、
鉄
砲
を
打
た
な
か
っ
た

し
、
熊
が
も
う
二
年
待
っ
て
く
れ
と
言
う
の
を
承
知
し
た
り
し
て
い
る
。
熊
と
人

間
が
連
帯
し
て
い
る
の
だ
。
小
十
郎
の
よ
う
な
気
持
ち
で
自
然
と
交
流
で
き
る
な

ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
生
命
を
尊
重
し
な
が
ら
、
生
き
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
現

代
の
よ
う
な
弱
肉
強
食
の
殺
戮
の
世
界
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
に
。」
と
思
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、「
小
十
郎
は
、鉄
砲
と
い
う
圧
倒
的
な
暴
力
を
持
ち
な
が
ら
も
、

熊
と
の
間
に
は
、
奇
跡
的
に
も
対
称
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い

る
。
弱
肉
強
食
の
論
理
で
い
え
ば
、
熊
に
対
し
て
人
間
は
勝
ち
続
け
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、
こ
の
世
界
で
は
、
殺
し
、
殺
さ
れ
る
関
係
が
固
定
化
し
て
い
な
い
。

殺
す
立
場
は
殺
さ
れ
る
立
場
へ
と
、
あ
る
意
味
で
公
正
に
移
行
す
る
可
能
性
を
た

え
ず
秘
め
て
い
る
。
不
安
定
な
関
係
で
は
あ
る
が
、
生
存
競
争
の
よ
う
な
死
に
よ

る
関
係
の
破
壊
は
生
じ
ず
、死
後
も
関
係
は
持
続
す
る
。」の
で
あ
る
。
だ
か
ら「
傲

慢
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
現
代
人
の
自
然
破
壊
と
ち
が
っ
て
、
己
の
行
為
一
つ
一

つ
に
関
し
て
自
然
に
お
伺
い
を
た
て
る
と
い
う
姿
勢
は
、
自
然
と
共
に
生
き
る
縄

文
の
世
界
の
日
常
で
あ
っ
た
が
、
な
ん
と
い
う
謙
虚
さ
で
あ
ろ
う
か
。
伐
採
、
破

壊
と
い
う
『
近
代
化
』
の
道
を
唯
一
の
価
値
あ
る
行
き
方
と
信
じ
て
い
る
人
間
の

心
に
は
、
こ
の
謙
虚
さ
は
停
滞
と
愚
鈍
と
し
て
し
か
映
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。『
近

代
化
』
の
嵐
の
前
に
、
こ
の
山
人
た
ち
の
謙
虚
さ
は
一
つ
一
つ
崩
壊
し
て
ゆ
か
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。」
と
い
う
「
近
代
化
」
に
つ
い
て
、
や
は
り
再
考
を
要
す
る

の
で
は
な
い
か
と
重
ね
て
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

農
耕
は
、
焼
畑
に
し
ろ
水
稲
に
し
ろ
樹
木
を
伐
採
し
た
り
山
野
を
開
墾
し
た
り

し
て
穀
物
を
栽
培
し
、
収
穫
を
求
め
る
。
だ
か
ら
自
然
を
破
壊
し
て
成
り
立
っ
て

い
る
の
だ
と
、
指
摘
す
る
人
も
い
る
。
そ
し
て
、「
自
然
の
保
存
」
や
「
自
然
の

保
護
」
と
は
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
「
何
も
し
な
い
こ
と
だ
」「
何
も
加
え

な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
「
自
然
観
」
は
誤
解
で
あ
っ
て
、
何
も
し
な
け
れ
ば
「
不

作
為
」
の
被
害
も
生
じ
や
す
い
。
そ
こ
で
「
共
生
」
や
「
共
存
」
の
た
め
に
は
「
謙

虚
さ
」
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

野
生
の
動
物
や
植
物
は
、
同
士
討
ち
と
い
う
文
字
通
り
の
弱
肉
強
食
の
生
存
競

争
が
展
開
さ
れ
、
適
者
生
存
と
ば
か
り
に
共
倒
れ
を
誘
発
し
、
多
く
の
命
が
淘
汰

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
野
生
の
鳥
獣
類
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
動
物
や
植

物
の
因
縁
が
混
淆
し
た
り
錯
綜
し
た
り
し
て
、
生
命
力
の
優
劣
が
争
わ
れ
る
な
か

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）
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で
は
食
物
連
鎖
も
限
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
や
が
て
狩
猟
採
集
を
兼
ね
な
が
ら
農
耕

へ
と
「
進
歩
」
し
て
き
た
と
い
う
人
間
生
活
に
あ
っ
て
も
、
多
種
多
様
な
生
物
の

恩
恵
に
与
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
狩
猟
採
集
生

活
は
も
と
よ
り
、
農
耕
生
活
と
て
水
や
土
が
あ
れ
ば
穀
物
が
栽
培
で
き
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
水
を
涵
養
す
る
樹
木
や
土
壌
、
土
壌
を
肥
沃
に
さ
せ
る
微
生
物

や
有
機
物
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
野
生
の
動
物
た
ち
の
巣
づ
く
り
、
子
育

て
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

昨
今
に
あ
っ
て
は
、
外
部
不
経
済
と
呼
ば
れ
る
数
々
の
反
動
や
副
作
用
、
副
産

物
の
処
理
（
内
部
化
）
に
、
自
然
が
ど
れ
ほ
ど
貢
献
し
て
い
る
こ
と
か
、
日
々
の

暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
現
実
や
事
実
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
葉
緑
素

か
ら
の
光
合
成
（
炭
酸
同
化
作
用
）、湿
土
な
ど
に
多
い
と
い
う
光
合
成
細
菌
な
ど

に
よ
っ
て
大
気
が
浄
化
さ
れ
る
効
果
な
ど
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
多
大
で
あ
る
。

こ
う
し
た
評
価
は
、
自
然
の
生
態
と
い
う
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
を
「
謙
虚
」
に
受

容
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。だ
か
ら
昨
今
流は

や行
り
の
人
工
的
な「
○
○
清
浄
器
」「
△

△
装
置
」
な
ど
は
到
底
及
ば
な
い
。

　

猟
師
（
狩
人
・
ま
た
ぎ
・
山
人
）
で
あ
る
小
十
郎
の
「
死
」
は
、「
も
っ
と
よ

く
な
る
だ
ろ
う
」「
も
っ
と
よ
く
な
る
は
ず
だ
」
と
仕
組
ま
れ
た
「
商
売
」
と
い

う
因
果
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
自
然
の
生
態
系
か
ら

逸
脱
し
て
い
た
た
め
に
、
野
生
の
熊
に
拒
否
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
「
不
調
」
の
必

然
で
あ
り
、「
共
死
」
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
合
理
主
義
、
あ
る
い
は
市

場
原
理
至
上
主
義
、
進
歩
発
展
優
先
主
義
の
挫
折
、
そ
し
て
人
間
の
尊
厳
だ
け
に

拘
泥
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
個
人
主
義
の
「
理
不
尽
」
や
「
不
合
理
」
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
商
売
」
の
よ
う
に
市
場
原
理
に
か
こ
つ
け
て
、
価
値
や

価
格
の
妥
当
性
、
及
び
信
憑
性
に
固
執
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
現
実
か
ら
遊
離
し
、
虚

構
と
の
識
別
が
困
難
に
な
る
。
だ
か
ら
「
近
代
化
」
を
口
実
に
「
進
歩
、
発
展
、

開
発
、
便
利
だ
、
楽
だ
、
簡
単
だ
、
新
発
売
だ
、
ス
ピ
ー
ド
化

：
：

」
な
ど
と
追

求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
固
執
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
相
手
を
攻
撃
し
た
り
抹
殺
し
た
り

す
る
た
め
の
「
は
し
た
な
い
」
巧
妙
な
手
口
を
捻
出
し
、
あ
る
い
は
強
行
し
、
命

を
尊
重
す
べ
く
個
人
主
義
が
破
滅
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
攻
撃
や
攻
勢
、
進
歩
、
発
展
、
開
発
、
発
明
、
獲
得
な
ど
に
「
た

め
ら
い
」
や
「
慎
み
」
も
な
く
性
急
な
あ
ま
り
、
多
く
の
「
因
縁
生
起
」
と
い
う

命
の
連
続
性
や
継
承
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
没
我
に
陥
り
、
生
き
て
死
ぬ
他
は

な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
死
」
を
も
っ
て
、
私
は
「
共
死
」
や
「
共
生
」
と

は
言
わ
な
い
。「
共
死
」
と
は
、
他
の
「
死
」
を
も
っ
て
自
ら
が
生
か
さ
れ
、
自

ら
の
「
死
」
を
も
っ
て
他
の
命
を
生
か
す
こ
と
を
言
い
、「
共
死
」
の
御
蔭
に
よ

っ
て
「
共
生
」
と
い
う
有
り
難
い
日
々
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
「
共

生
」
に
必
要
な
の
は
、
他
の
人
た
ち
や
自
然
と
の
一
体
感
を
醸
し
出
す
「
交
感
」、

そ
し
て
「
共
感
」
に
伴
う
感
謝
で
あ
る
。
山
頂
に
登
っ
て
「
や
っ
と
征
服
し
た
！
」

と
い
う
叫
び
や
、「
自
然
の
神
秘
を
解
明
し
た
！
」
と
い
う
よ
う
な
、
個
人
的
に

し
て
社
会
的
な
「
我
欲
」
の
吐
露
は
、決
し
て
「
交
感
」
で
も
「
共
感
」
で
も
な
い
。

　

小
十
郎
は
死
ん
だ
。
熊
に
殺
さ
れ
た
と
は
い
う
も
の
の
自
ら
の
「
因
果
」
に

よ
っ
て
死
ん
だ
の
だ
と
言
っ
て
い
い
。
熊
た
ち
と
の
「
交
感
」、あ
る
い
は
「
共
感
」

か
ら
「
一
体
感
」
へ
と
昇
華
し
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
小
十
郎
の
死
を
し
て
熊
た

ち
と
の
「
共
死
」
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
熊
た
ち
と
の
「
共
生
」
で
も
あ
る
。
熊
た
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ち
は
小
十
郎
の
「
死
」
を
決
し
て
無
駄
に
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
十
郎
を
「
共

死
」
か
ら
「
共
生
」
に
至
ら
し
め
た
熊
た
ち
と
の
「
交
感
」、
あ
る
い
は
「
共
感
」

を
醸
し
出
す
要
因
と
も
な
っ
た
熊
の
母お

や
こ子
の
会
話
や
場
面
を
想
起
し
、『
な
め
と

こ
山
の
熊
』
と
い
う
物
語
の
見
事
さ
に
触
れ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
命
の
尊
厳
に
つ

い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
熊
の
母お

や
こ子
の
会
話
、
そ
こ
に
は
物

語
の
特
色
も
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
繰
り
返
し
読
ん
で
み
た
。
そ
し

て
、
大
和
田
茂
氏
の
「
観
賞
」
と
題
す
る
説
明
を
紹
介
し
、
ま
と
め
た
い
。
大
和

田
茂
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

猟
師
に
限
ら
ず
、
我
々
に
は
、
因
果
の
な
れ
の
果
て
に
、
い
や
お
う
な
く
手
を

血
で
染
め
る
よ
う
な
職
業
に
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。賢
治
は
、

直
接
に
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
大
切
な
の
は
そ
の
仕
事
が
立
ち

向
か
う
べ
き
、
ま
た
は
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
対
象
を
い
か
に
見
て
、
認
識
し
、

敬
虔
な
気
持
ち
を
抱
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に

示
す
の
が
、
小
十
郎
の
最
後
の
場
面
と
同
じ
く
ら
い
美
し
い
場
面
で
あ
る
、
月
光

を
浴
び
た
熊
母
子
の
会
話
に
小
十
郎
が
ひ
そ
か
に
耳
を
傾
け
、
小
十
郎
自
身
が
感

動
に
う
ち
震
え
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

　

小
十
郎
に
は
後
光
が
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
熊
の
母
子
は
、
向
こ
う
に
見
え

る
白
い
も
の
が
雪
な
の
か
、花
な
の
か
を
真
剣
に
語
り
合
っ
て
お
り
、彼
ら
は
ま
っ

た
く
幸
福
そ
う
に
自
然
に
と
け
あ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
自
然
の
中
に
暮

ら
し
な
が
ら
、
因
果
を
背
負
っ
て
、
自
然
の
中
へ
自
ら
融
合
で
き
な
い
小
十
郎
を

「
釘
付
け
に
」
し
、「
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
」
さ
せ
た
原
因
な
の
だ
。
し

か
し
、
そ
の
小
十
郎
も
、
死
を
迎
え
る
に
及
ん
で
、
愛
す
る
熊
た
ち
に
囲
ま
れ
自

然
の
中
へ
昇
天
、
融
合
し
て
い
く
。

　

む
ろ
ん
、
熊
た
ち
は
、
熊
を
愛
し
な
が
ら
、
熊
を
殺
す
こ
と
に
罪
悪
感
を
感
じ

て
い
る
小
十
郎
を
許
し
、
仲
間
だ
と
思
っ
て
も
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
関

係
性
の
矛
盾
と
贖
罪
意
識
を
抱
え
た
熊
撃
ち
は
、
本
望
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
熊

に
殺
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
必
然
の
道
で
あ
り
、小
十
郎
が
自
然
へ
の
全

ま
っ
た
き
共
生
、

融
合
を
果
た
す
前
提
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
小
十
郎
の
死
の
姿
は
神
々
し

く
、幸
福
な
の
だ
。
熊
を
も
う
撃
つ
必
要
も
な
く
な
っ
た
。
熊
撃
ち
が
、熊
に
よ
っ

て
救
済
さ
れ
る
と
い
う
人
生
の
不
可
思
議
。
こ
の
作
品
は
、
童
話
と
い
う
範
疇
を

越
え
て
、宿
命
的
な
矛
盾
に
彩
ら
れ
た
人
生
と
自
然
の
不
思
議
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

こ
れ
以
上
の
説
明
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
熊
の
母お

や
こ子
と
言
え
ど
も
、
や
が
て
分
離

の
時
を
迎
え
、
子
は
独
立
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
猟
師
と
い
う
人
間
に
殺
さ

れ
な
い
ま
で
も
「
死
」
を
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
熊
の
死
と
言
え
ど
も
新

た
な
命
の
誕
生
に
寄
与
し
て
の
果
て
で
あ
り
、
小
十
郎
の
死
も
ま
た
熊
と
同
じ
く

「
共
死
」
で
あ
る
。
熊
も
小
十
郎
も
死
ん
で
命
を
支
え
る
と
い
う
責
務
を
立
派
に

果
た
し
た
の
で
あ
る
。
小
十
郎
は
長
い
間
、家
族
を
支
え
な
が
ら
熊
と
の
「
共
苦
」

に
耐
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
爺
さ
ん
、
早
ぐ
お
出
や
。」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。

　

小
十
郎
は
ま
っ
青
な
つ
る
つ
る
し
た
空
を
見
あ
げ
て
、
そ
れ
か
ら
孫
た
ち
の
方

を
向
い
て
、

（
24
）
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「
行
っ
て
く
る
じ
ゃ
い
。」
と
言
っ
た
。

　

小
十
郎
は
ま
っ
白
な
堅
雪
の
上
を
白
沢
の
方
へ
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
。

　

と
あ
り
、「
小
十
郎
が
四
十
の
夏
、
う
ち
中

じ
ゅ
う

み
ん
な
赤
痢
に
か
か
っ
て
、
と
う

と
う
息
子
と
そ
の
妻
も
死
ん
だ
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
自
ら
の
老
妻
と
孫
た
ち
の

た
め
に
老
齢
に
も
関
わ
ら
ず
、
猟
師
と
し
て
一
家
の
暮
ら
し
を
支
え
て
き
た
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
小
十
郎
の
死
を
も
っ
て
熊
と
の
「
共
死
」、
あ
る
い
は
息
子
や
そ

の
妻
た
ち
と
の
「
共
死
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
「
共
死
」
は
、
す
で
に
生
き

て
い
る
も
の
た
ち
と
の
「
共
生
」、
あ
る
い
は
、
や
が
て
生
ま
れ
て
来
る
も
の
た

ち
と
の
「
共
生
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。「
共
死
」
や
「
共
生
」
と
は
、
何
も
人
に

限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
共
死
」
や
「
共
生
」
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
た

ち
と
の
「
交
感
」「
共
感
」
か
ら
「
一
体
感
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
輪
廻
転
生
な
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
我
々
も
ま
た
常
に
「
別
れ
」
や
「
死
」
と
共
に
生
き
て
い
る
の

で
あ
る
。
先
師
は
「
会
者
定
離
」「
無
常
迅
速
」「
生
者
必
衰
」
と
教
え
諭
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
自
ず
か
ら
然
ら
し
め
る
こ
と
な
の
だ
、
と
承
知
し
な
が

ら
も
泰
然
自
若
と
は
い
か
な
い
。

　

や
が
て
熊
の
子
も
分
離
独
立
し
て
「
な
め
と
こ
山
」
を
駆
け
巡
る
よ
う
に
な
り
、

新
た
な
「
小
十
郎
」
と
出
会
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
生
き
て
い
る
因
縁
に
よ
っ

て
、
共
に
苦
し
み
な
が
ら
「
共
生
」
を
求
め
合
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
共
生
」
を
希
求
し
て
い
る
と
い
う
「
近
代
的
」
な
人
間
た
ち
は
、「
な
め
と
こ
山
」

に
も
出
か
け
な
い
で
「
街
」
や
「
都
市
」、「
都
会
」
の
人
混
み
の
な
か
で
居
な
が

ら
に
し
て
叫
ぶ
だ
け
で
は
、決
し
て
叶
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。「
街
」
や
「
都

市
」、「
都
会
」
で
は
「
ぬ
い
ぐ
る
み
の
熊
」
が
出
没
し
た
り
「
森
の
く
ま
さ
ん
」（
作

詞　

馬
場
祥
弘
、
ア
メ
リ
カ
民
謡
）
が
歌
わ
れ
た
り
、
檻お

り

の
な
か
の
熊
を
見
た
り

す
る
だ
け
で
、「
生
き
た
熊
」
に
襲
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、「
カ
ッ
と

な
っ
て
や
っ
た
」
と
い
う
衝
動
的
な
人
間
の
動
機
に
「
盗
ま
れ
た
」「
殺
さ
れ
た
」

と
か
、「
違
法
と
は
知
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
高
学
歴
の
有
識
人
と
思
わ
れ
る
大

会
社
の
経
営
者
や
責
任
者
が
、「
世
間
を
お
騒
が
せ
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」「
再

発
防
止
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
」な
ど
と
い
う
報
道
を
聞
く
た
び
に
、「
社
会
不
安
」

を
覚
え
、「
恐
怖
社
会
」
に
及
ぶ
無
機
質
な
「
社
会
悪
」
の
蔓
延
を
懸
念
す
る
の
は
、

決
し
て
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。。
だ
か
ら
こ
そ
「
共
生
」
や
「
共
存
」、「
調
和
」

「
循
環
」「
環
境
」「
再
生
」「
協
調
」
な
ど
の
真
意
を
体
得
す
る
た
め
に
も
、
伝
説

で
は
な
い
身
近
に
あ
る
「
ほ
ん
と
う
」
の
「
な
め
と
こ
山
」
に
出
か
け
て
み
る
べ

き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
き
っ
と
「
因
縁
生
起
」
の
「
可あ

た
ら惜
命
」
に
覚
醒
し
、

環
境
や
生
態
系
に
対
す
る
「
た
め
ら
い
」
や
「
謙
虚
さ
」
の
必
要
を
痛
感
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

（
ち
ば　

み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

〈
注
〉

（
11
）
高
神
覚
昇
『
般
若
心
経
講
義
』
角
川
文
庫
、
昭
和
二
七
年
九
月
三
〇
日
初
版
発
行
、
平
成
一
七

年
四
月
一
〇
日
改
版
五
八
版
発
行
。
五
〇―

五
一
頁
。「
色
即
是
空
」
の
章
を
参
考
に
し
て
ま

と
め
た
。

（
12
）
森
岡
正
博
『
無
痛
文
明
論
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
五
日
初
版
第
一
刷
発

行
、
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
初
版
第
四
刷
発
行
。
同
書
の
な
か
の
「
人
工
環
境
化
」「
自
己

家
畜
化
」
な
ど
の
言
葉
が
印
象
的
で
あ
る
。

（
13
）
吉
野
源
三
郎
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
一
一
月
一
六
日
第
一
刷

発
行
、
一
九
八
二
年
一
二
月
二
五
日
第
三
刷
発
行
。
二
五
六―

二
五
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
25
）
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宮澤賢治『なめとこ山の熊』の「因果」考（二）

（
14
）
注
３
に
同
じ
。

（
15
）
正
高
信
男
『
考
え
な
い
ヒ
ト―

―

ケ
ー
タ
イ
依
存
で
退
化
し
た
日
本
人
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇

五
年
七
月
二
五
日
発
行
。
同
書
は
「
ケ
ー
タ
イ
を
持
っ
た
サ
ル
」
た
ち
の
動
向
や
性
向
に
つ
い

て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。「
考
え
な
い
」
と
は
「
思
考
放
棄
」
で
あ
り
、
衝
動
化
し
や
す
く

な
る
だ
ろ
う
と
危
惧
す
る
。

（
16
）
注
５
に
同
じ
。

（
17
）
胃
宿
（
こ
き
え
ぼ
し
）
の
こ
と
。
二
十
八
宿
の
ひ
と
つ
。
牡
羊
座
の
東
部
に
あ
る
。
天
の
五
穀

を
つ
か
さ
ど
る
星
座
。

（
18
）
こ
ぶ
し
の
花
の
地
方
名
。
モ
ク
レ
ン
科
の
落
葉
喬
木
。
高
さ
一
〇
Ｍ
、春
の
初
め
、葉
に
先
立
っ

て
白
色
大
形
の
花
を
つ
け
る
。　
　

（
19
）
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
の
落
葉
喬
木
。
高
さ
約
六
Ｍ
、
七
月
ご
ろ
、
多
数
の
大
形
の
淡
黄
色
の
花

を
つ
け
る
。

（
20
）
ク
ス
ノ
キ
科
の
落
葉
灌
木
。
高
さ
約
二
Ｍ
、
春
、
葉
に
先
立
っ
て
淡
黄
色
の
花
を
多
数
つ
け
る
。

（
21
）
田
口
昭
典
『
縄
文
の
末
裔　

宮
沢
賢
治
』
無
明
舎
出
版
、
一
九
九
三
年
二
月
二
〇
日
初
版
発
行
。

二
九
頁
よ
り
引
用
し
た

（
22
）
押
野
武
志
『
童
貞
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
』
ち
く
ま
新
書
、二
〇
〇
三
年
四
月
一
〇
日
第
一
刷
発
行
。

一
三
七
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
23
）
綱
澤
満
昭
『
宮
沢
賢
治　

縄
文
の
記
憶
』
風
媒
社
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
一
日
第
一
刷
発
行
。

一
一
四
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
24
）
共
著
『
銀
河
鉄
道
の
彼
方
に―

―

宮
沢
賢
治　

作
品
へ
の
招
待
』
ト
ー
チ
出
版
、
一
九
九
二
年

七
月
一
日
発
行
。
一
二
一
頁
下
段―

一
二
二
頁
上
段
。「
Ⅱ　

童
話
の
世
界　

２　

な
め
と
こ

山
の
熊
」
の
「
観
賞
」
よ
り
引
用
し
た
。
猶
、
注
17
、
18
、
19
、
20
の
説
明
も
同
書
一
二
四
頁

よ
り
引
用
し
た
。

（
25
）「
可
惜
命
（
あ
た
ら
い
の
ち
）」
の
「
可
惜
」
と
は
勿
体
な
い
、
惜
し
い
、
残
念
だ
、
な
ど
と
い

う
心
情
表
現
で
あ
り
、「
可
惜
命
」「
可
惜
も
の
」「
可
惜
才
能
」
な
ど
の
よ
う
に
名
詞
を
修
飾

す
る
副
詞
的
な
用
法
で
あ
る
。「
可
惜
」
の
語
源
は
、文
語
の
当
つ
（
動
詞
。
口
語
で
は
当
た
る
）

の
未
然
形
「
当
た
ら
ず
」
の
語
幹
「
あ
た
ら
」
で
あ
る
。「
当
た
っ
て
い
な
い
、
使
い
果
た
し

て
い
な
い
か
ら
勿
体
な
い
、
残
念
だ
な
あ
」
と
い
う
悲
嘆
と
共
に
、
積
極
的
に
使
い
果
た
す
べ

く
果
断
に
挑
む
よ
う
促
す
心
情
表
現
で
も
あ
る
。
私
は
、こ
の
心
情
表
現
を
し
て「
可
惜
の
精
神
」

と
呼
び
、
こ
の
言
葉
を
し
て
『
万
葉
集
』
以
前
か
ら
今
日
も
猶
「
可
惜
（
あ
っ
た
ら
）
も
ん
だ

な
あ
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
る
立
派
な
言
語
文
化
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
詳
細
は
、
拙
著

『「
可
惜
」
命
の
文
学
』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
一
年
一
二
月
一
日
発
行
。
二
九
頁
以
下
の
「
長

塚
節
『
土
』
と
『
可
惜
』
命
の
文
学
」
の
章
な
ど
を
参
照
し
て
戴
け
れ
ば
有
り
難
い
。

　
　

  

猶
、
例
と
し
て
次
の
二
首
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

  「
玉
た
ま
く
し
げ匣

明
け
ま
し
く
惜
し
き
あ
た
ら
夜
を
袖
こ
ろ
も
で
か離

れ
て
独
り
か
も
寝
む
」（『
万
葉
集
』
巻
の
第
九
）

　
　

  

「
花
見
に
と
群
れ
つ
つ
人
の
来
る
の
み
ぞ
あ
た
ら
桜
の
咎と
が

に
は
あ
り
け
る
」（
西
行
法
師
『
山
家

集
』）
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