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た
の
は
旅
の
経
験
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、
一
つ
の
範
例
的
パ
タ
ー

ン
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
多
く
の
知
識
人
（
の
卵
）
に
と
っ
て
は
、
旅
と
い

う
こ
の
経
験
は
「
留
学
」
と
い
う
形
を
取
る
。
私
の
場
合
、
そ
れ
は
、
一

九
八
八 

― 

九
四
年
の
ド
イ
ツ
留
学
だ
っ
た
。

留
学
し
た
お
か
げ
で
「
日
本
の
こ
と
が
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
」
と
は
言

わ
な
い
が
、
私
も
ま
た
、
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て

考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
考
え
た
こ
と
は
、「
哲
学
す
る
こ
と

へ
の
反
省
」②

と
い
う
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
五
年
九
ヶ
月
の

留
学
を
終
え
て
、
一
九
九
一
年
一
月
に
帰
国
し
た
の
だ
が
、
一
九
九
八
年

の
十
一
月
か
ら
二
ヶ
月
間
、
私
は
再
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
研
究
滞
在
す

【
１
】「
外
国
へ
で
て
み
て
、
日
本
の
こ
と
が
は
じ
め
て
わ
か
っ
た
。
こ
れ

が
、
旅
行
と
い
う
も
の
の
も
つ
、
た
い
せ
つ
な
効
果
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
旅
行
は
、
訪
問
さ
き
の
国
々
に
つ
い
て
、
ゆ
た
か
な
知
識

を
あ
た
え
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
国
に
つ
い
て
の
、
あ
た

ら
し
い
認
識
を
も
与
え
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
。」①

自
ら
の
知
識
や
存
在
、
経
験
に
対
す
る
反
省
と
と
も
に
、
哲
学
と
い
う

営
み
は
始
ま
る
。
そ
の
反
省
に
は
、
私
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
自
分
が
そ
こ

に
属
す
る
日
本
の
文
化
や
歴
史
に
対
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
梅
棹
忠
夫
に
と
っ
て
は
、
反
省
的
思
索
へ
の
動
機
と
な
っ

日
本
哲
学
、
こ
と
始
め

藤
野
　
寛
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る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
も
再
び
、
日
本
を
テ
ー
マ
に
考
え
、

書
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
奴
隷
と
雑
種
―
ド
イ
ツ
で
考
え
た
こ
と
」③

で
あ

る
。
ド
イ
ツ
に
行
く
た
び
ご
と
に
、
私
は
日
本
を
テ
ー
マ
に
作
文
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
に
い
る
と
、
そ
う
い
う
作
業
か
ら
は
、
む
し

ろ
、
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

今
回
、
し
か
し
、
私
は
新
し
い
職
場
に
移
り
、
こ
れ
か
ら
「
日
本
の
哲

学
」
の
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
日
本
に
い
る
と
、
そ
う
い

う
作
業
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
」
と
言
っ
て
、
す
ま
し
て
は
お
れ
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
は
、「
日
本
の
哲
学
」
に
つ

い
て
授
業
を
通
し
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
仕
事
と
な
る
わ
け
だ
が
、

し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に
は
、「
日
本
に
つ
い
て
哲
学
す
る
こ
と
」
を
課

題
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
は
ず
だ
。

以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
「
こ
と
始
め
」
の
考
察
を
進
め
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が④

、
そ
れ
は
、
上
述
の
二
論
考
を
起
点
と
し
、
そ
こ
か
ら

さ
ら
に
先
に
進
も
う
と
試
み
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

【
２
】
日
本
で
哲
学
は
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
が
始

ま
っ
て
こ
の
か
た
、
日
本
に
哲
学
的
思
考
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
問
題
は
、
そ
こ
で
「
哲
学
（
的
）」
の
語
の
も
と
に
何
が
理

解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
に
あ
る
。
結
局
、
哲
学
の
始
ま
り
を
確
定
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、
哲
学
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ

る
、
と
い
う
事
情
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
定
義
と
は
、
常
に
、
そ
の
も
と
に

含
ま
れ
る
も
の
と
含
ま
れ
な
い
も
の
と
の
間
に
境
界
線
を
引
く
作
業
で
あ

り
、
限
定
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
排
除
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
否
定
で
あ

る
。
定
義
と
は
限
定
で
あ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
倣
っ
て
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
限
定
は
否
定
で
あ
る
。」

一
八
五
三
年
に
浦
和
沖
に
ペ
リ
ー
率
い
る
「
黒
船
」
が
現
れ
、
日
本
が

「
開
国
」
に
向
け
て
歩
み
始
め
た
時
点
に
、
私
と
し
て
は
、
哲
学
の
始
ま

り
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
に
は
、
哲
学
を
含
む
西
洋
の
文
化
の

産
物
に
出
会
っ
て
衝
撃
を
受
け
る
と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、

そ
れ
を
「
脅
威
」
と
し
て
受
け
止
め
、
大
わ
ら
わ
で
対
応
し
よ
う
と
す
る

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
積
極
的
に
そ
れ
を
学
び
取
ろ
う
と
す
る
実

践
が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
西
洋
の
文
化
の
産
物
は
「
哲
学
」
を
含
み
、
こ

れ
に
当
た
る
言
葉
を
有
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
日
本
語
に
、「
哲
学
」
の

語
が
造
語
さ
れ
、
以
後
、
西
洋
の
哲
学
を
受
け
止
め
つ
つ
新
た
に
「
日
本

の
哲
学
」
を
生
み
出
す
努
力
が
推
し
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ

と
は
、
他
な
る
も
の
と
し
て
の
西
洋
文
化
に
向
き
合
う
「
自
己
」、
す
な

わ
ち
「
日
本
」
と
の
反
省
的
取
り
組
み
を
伴
わ
ず
に
は
す
ま
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
私
に
と
っ
て
「
日
本
の
哲
学
」
の
定
義
で
あ
る
。



日本哲学、こと始め— 3 —

【
３
】
こ
の
問
題
関
心
に
お
い
て
、
ま
ず
私
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
夏
目

漱
石
で
あ
る
。
一
八
六
七
年
に
生
ま
れ
、
一
九
一
六
年
に
四
九
歳
で
亡
く

な
っ
た
漱
石
の
生
涯
は
、
明
治
時
代
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
。
明
治
時
代
を

象
徴
（
代
表
）
す
る
文
学
者
だ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

漱
石
は
、
次
の
三
点
に
お
い
て
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
存
在
と
な

る
。
第
一
に
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
二
年
に
及
ん
だ
彼
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
経

験
、
第
二
に
、
日
本
の
西
洋
思
想
受
容
の
「
皮
相
上
滑
り
」
に
対
す
る
批

判
、
第
三
に
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
「
自
己
本
位
」
と
い
う
考
え 

― 

こ

れ
は
、「
主
体
性
」
の
思
想
、
と
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
だ 

― 

の
三
点

で
あ
る
。

漱
石
の
留
学
生
活
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
々
と
の
交
流
を
回
避
し
、
下
宿

に
引
き
こ
も
っ
て
読
書
に
終
始
し
た
日
々
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
が
ち

な
の
で
は
な
い
か
。（
こ
れ
は
、
漱
石
以
降
の
多
く
の
日
本
人
知
識
人
に

よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
留
学
生
活
で
あ
ろ
う
が
、
漱
石
は
、
そ

の
第
一
号
、
ほ
と
ん
ど
代
表
例
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
も
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。）
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
漱
石
自
身
が
「
神
経
衰
弱
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
事
実
や
、「
漱
石
狂
せ
り
」
と
い
う
電
報
が
ロ
ン

ド
ン
か
ら
日
本
の
文
部
省
宛
て
に
送
ら
れ
た
、
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も

補
強
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

こ
の
印
象
は
、
し
か
し
、
亀
井
俊
介
に
よ
る
次
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
私

の
中
で
は
大
い
に
相
対
化
さ
れ
、
修
正
さ
れ
た
。

「
英
文
学
者
夏
目
漱
石
の
生
涯
に
と
っ
て
、
帝
国
大
学
英
文
科
に
在

学
し
た
三
年
間
は
、
文
学
を
創
造
的
に
楽
し
む
営
み
と
文
学
研
究
と

の
間
に
齟
齬
を
き
た
し
て
、
充
実
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
「
英
文
学

に
欺
か
れ
た
」
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
終
わ
る
苦
し
い
三
年
間
で
し

た
。
そ
れ
に
続
く
東
京
、
松
山
、
熊
本
で
の
英
語
教
師
と
し
て
の
七

年
間
は
、
英
文
学
へ
の
「
不
安
の
念
」
を
引
き
ず
っ
て
、
研
究
と
い

う
面
で
は
実
り
の
少
な
い
沈
滞
の
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
長
い
疲
れ
休
み
の
時
期
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が

明
治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
英
国
留
学
に
よ
っ
て
一
挙
に
活
気

を
取
り
戻
し
、
英
文
学
者
と
し
て
の
漱
石
の
新
た
な
充
実
の
二
年
間

を
生
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
に
し
ろ
英
語
英
文
学
の
「
本
場
」
へ

行
っ
た
の
で
す
か
ら
。」⑤

「
充
実
の
二
年
間
」
と
い
う
こ
の
評
価
に
、
逡
巡
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
そ
の
通
り
か
も
知
れ
な
い
。
英
国
人
の
間
に
混
じ
っ

て
華
麗
な
社
交
生
活
を
愉
し
む
こ
と
と
、
下
宿
に
こ
も
っ
て
読
書
に
専
念

す
る
こ
と
と
、
ど
ち
ら
が
「
充
実
し
た
留
学
生
活
」
の
名
に
値
す
る
か 

― 

こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
問
い
直
し
て
み
る
余
地
の
あ
る
問
い
だ
。
そ
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も
そ
も
、
夏
目
漱
石
ほ
ど
に
も
「
素
直
」
で
な
い
文
筆
家
も
い
な
い
で
は

な
い
か
。
自
虐
と
韜
晦
の
み
か
ら
な
る
、
と
言
い
た
く
な
る
ほ
ど
の
彼
の

文
章
の
中
に
、「
神
経
衰
弱
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
あ
っ
さ
り
真
に
受
け
、「
事
実
の
証
拠
」
と
見
な
す
な
ど
、
も
っ

て
の
他
の
無
邪
気
さ
だ
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

実
際
、『
文
学
論
』
の
序
は 

― 

自
虐
と
韜
晦
だ
ら
け
の
こ
の
序
文
は 

― 

次
の
よ
う
な
力
強
い
自
負
、
自
信
の
言
葉
を
含
ん
で
も
い
る
の
で
あ

る
。「

余
は
下
宿
に
立
て
篭
り
た
り
。
一
切
の
文
学
書
を
行
李
の
底
に
収

め
た
り
。
文
学
書
を
読
ん
で
文
学
の
如
何
な
る
も
の
か
を
知
ら
ん
と

す
る
は
血
を
以
て
血
を
洗
ふ
が
如
き
手
段
た
る
を
信
じ
た
れ
ば
な

り
。
余
は
心
理
的
に
文
学
は
如
何
な
る
必
要
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
生

れ
、
発
達
し
、
頽
廃
す
る
か
を
究
め
ん
と
誓
へ
り
。
余
は
社
会
的
に

文
学
は
如
何
な
る
必
要
あ
っ
て
、
存
在
し
、
隆
興
し
、
衰
滅
す
る
か

を
究
め
ん
と
誓
へ
り
。

余
は
余
の
提
起
せ
る
問
題
が
頗
る
大
に
し
て
か
つ
新
し
き
が
故

に
、
何
人
も
一
、
二
年
の
間
に
解
釈
し
得
べ
き
性
質
の
も
の
に
あ
ら

ざ
る
を
信
じ
た
る
を
以
て
、
余
が
使
用
す
る
一
切
の
時
を
挙
げ
て
、

あ
ら
ゆ
る
方
面
の
材
料
を
蒐
集
す
る
に
力
め
、
余
が
消
費
し
得
る
凡

て
の
費
用
を
割
い
て
参
考
書
を
購
へ
り
。
こ
の
一
念
を
起
こ
し
て
よ

り
六
、
七
ヶ
月
の
間
は
余
が
生
涯
の
う
ち
に
お
い
て
尤
も
鋭
意
に
尤

も
誠
実
に
研
究
を
持
続
せ
る
時
期
な
り
。」⑥

こ
れ
は
、
決
し
て
神
経
を
病
み
下
宿
に
引
き
こ
も
る
病
者
の
自
失
の
言

葉
で
は
な
い
。
こ
の
序
言
の
「
英
国
人
は
余
を
目
し
て
神
経
衰
弱
と
い
へ

り
」
と
始
ま
る
最
後
の
お
よ
そ
一
頁
に
は
、「
神
経
衰
弱
」
の
語
が 

― 

「
狂
」
の
字
と
共
に 

― 

七
度
畳
み
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
、
む
し
ろ
、
遊
び
興
じ
て
い
る
の
感
さ
え
あ
る
。

第
二
の
論
点
に
移
ろ
う
。
こ
れ
に
関
す
る
漱
石
の
同
時
代
批
評
は
「
現

代
日
本
の
開
花
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
。

「
西
洋
の
開
化
（
即
ち
一
般
の
開
化
）
は
内
発
的
で
あ
っ
て
、
日
本

の
現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
内
発
的
と
い
う
の
は
内

か
ら
自
然
に
出
て
発
展
す
る
と
い
う
意
味
で
丁
度
花
が
開
く
よ
う
に

お
の
ず
か
ら
蕾
が
破
れ
て
花
弁
が
外
に
向
か
う
の
を
い
い
、
ま
た
外

発
的
と
は
外
か
ら
お
っ
か
ぶ
さ
っ
た
他
の
力
で
や
む
を
え
ず
一
種
の

形
式
を
取
る
の
を
指
し
た
つ
も
り
な
の
で
す
。（
…
）
勿
論
何
処
の

国
だ
っ
て
隣
づ
き
合
が
あ
る
以
上
は
そ
の
影
響
を
受
け
る
の
が
勿
論

の
事
だ
か
ら
わ
が
日
本
と
い
え
ど
も
昔
か
ら
そ
う
超
然
と
し
て
た
だ
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自
分
だ
け
の
活
力
で
発
展
し
た
訳
で
は
な
い
。（
…
）
少
な
く
と
も

鎖
港
排
外
の
空
気
で
二
百
年
も
麻
酔
し
た
挙
句
突
然
西
洋
文
化
の
刺

戟
に
跳
ね
上
っ
た
位
強
烈
な
影
響
は
有
史
以
来
ま
だ
受
け
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
適
当
で
し
ょ
う
。（
…
）
今
ま
で
内
発
的
に
展

開
し
て
来
た
の
が
、
急
に
自
己
本
位
の
能
力
を
失
っ
て
外
か
ら
無
理

押
し
に
押
さ
れ
て
否
応
な
し
に
そ
の
い
う
通
り
に
し
な
け
れ
ば
立
ち

行
か
な
い
と
い
う
有
様
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」⑦

「
自
分
は
ま
だ
煙
草
を
喫
っ
て
も
碌
に
味
さ
え
分
ら
な
い
子
供
の
く

せ
に
、
煙
草
を
喫
っ
て
さ
も
旨
そ
う
な
風
を
し
た
ら
生
意
気
で
し
ょ

う
。
そ
れ
を
敢
て
し
な
け
れ
ば
立
ち
行
か
な
い
日
本
人
は
随
分
悲
酸

な
国
民
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
…
）
自
然
天
然
に
発
展
し

て
来
た
風
俗
を
急
に
変
え
る
訳
に
い
か
ぬ
か
ら
、
た
だ
器
械
的
に
西

洋
の
礼
式
な
ど
を
覚
え
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。
自
然
と
内
に
醗

酵
し
て
醸
さ
れ
た
礼
式
で
な
い
か
ら
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
甚
だ
見

苦
し
い
。
こ
れ
は
開
化
じ
ゃ
な
い
、
開
化
の
一
端
と
も
い
え
な
い
ほ

ど
の
些
細
な
事
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
些
細
な
事
に
至
る
ま
で
、

我
々
の
遣
っ
て
い
る
事
は
内
発
的
で
な
い
、
外
発
的
で
あ
る
。
こ
れ

を
一
言
に
し
て
い
え
ば
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で

あ
る
と
い
う
事
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。」⑧

こ
の
批
判
は
、
文
化
一
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
百
年
後
の

今
日
の
日
本
に
は
も
は
や
当
て
は
ま
ら
な
い
、
と
の
感
想
が
浮
か
ぶ
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
哲
学
に
関
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
近
頃
流
行
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
も
オ
イ
ケ
ン
で
も
み
ん
な
向
う
の
人

が
と
や
か
く
い
う
の
で
日
本
人
も
そ
の
尻
馬
に
乗
っ
て
騒
ぐ
の
で

す
。
ま
し
て
そ
の
頃
は
西
洋
人
の
い
う
事
だ
と
い
え
ば
何
で
も
蚊
で

も
盲
従
し
て
威
張
っ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
む
や
み
に
片
仮
名
を
並

べ
て
人
に
吹
聴
し
て
得
意
が
っ
た
男
が
比
々
皆
是
な
り
と
い
い
た
い

位
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
ま
し
た
。
他
の
悪
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う

い
う
私
が
現
に
そ
れ
だ
っ
た
の
で
す
。
譬
え
ば
あ
る
西
洋
人
が
甲
と

い
う
同
じ
西
洋
人
の
作
物
を
評
し
た
の
を
読
ん
だ
と
す
る
と
、
そ
の

評
の
当
否
は
ま
る
で
考
え
ず
に
、
自
分
の
腑
に
落
ち
よ
う
が
落
ち
ま

い
が
、
む
や
み
に
そ
の
評
を
触
れ
散
ら
か
す
の
で
す
。
つ
ま
り
鵜
呑

と
い
っ
て
も
よ
し
、
ま
た
機
械
的
の
知
識
と
い
っ
て
も
よ
し
、
到
底

わ
が
所
有
と
も
血
と
も
肉
と
も
い
わ
れ
な
い
、
余
所
余
所
し
い
も
の

を
我
物
顔
に
喋
舌
っ
て
歩
く
の
で
す
。
し
か
る
に
時
代
が
時
代
だ
か

ら
、
ま
た
み
ん
な
が
そ
れ
を
賞
め
る
の
で
す
。」⑨
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今
か
ら
百
年
以
上
も
前
の
発
言
が
、
今
も
っ
て
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

こ
と
に
、
私
は
、
絶
望
的
な
思
い
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
日
本
の

哲
学
は
、
漱
石
の
時
代
か
ら
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
改
善
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。第

三
の
論
点 
― 
「
自
己
本
位
」
と
い
う
考
え
の
対
置 

― 

に
つ
い
て

は
、
漱
石
の
、
主
体
性
の
思
想
家
、
そ
の
意
味
で
の
近
代
主
義
者
と
し
て

の
側
面
を
も
の
の
見
事
に
示
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

側
面
に
お
い
て
、
漱
石
は 

― 
後
に
も
見
る
よ
う
に 

― 

竹
内
好
の
内
に

後
継
者
を
見
出
し 

― 

同
じ
近
代
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら 

― 

加
藤
周
一

と
は
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
４
】
次
い
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は 

― 

順
序
は
逆
に
な
る
が 

― 

福
沢
諭
吉

で
あ
る
。
諭
吉
は
、
一
八
三
五
年
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
一
年
ま
で
生
き

た
。
六
六
年
の
生
涯
の
前
半
、
ち
ょ
う
ど
二
分
の
一
を
江
戸
時
代
に
生

き
、
後
半
の
二
分
の
一
を
明
治
時
代
に
生
き
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、

「
一
身
に
し
て
二
生
を
経
る
」⑩

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
は
、
福
沢
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。
正

確
に
は
、
二
つ
の
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
一
つ
は
、「
天
は
人
の
上

に
人
を
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
へ
り
」⑪

と
い
う
発
言
で

あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、「
脱
亜
論
」
の
提
唱
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

福
沢
の
主
旨
が
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
続
く
発
言

に
あ
る
こ
と
を 

― 

遅
れ
ば
せ
な
が
ら 

― 

よ
う
や
く
確
認
し
た
。
つ
ま

り
、「
今
広
く
此
人
間
世
界
を
見
渡
す
に
、
か
し
こ
き
人
あ
り
、
お
ろ
か

な
る
人
あ
り
、
貧
し
き
も
あ
り
、
富
め
る
も
あ
り
、
貴
人
も
あ
り
、
下
人

も
あ
り
て
其
有
様
雲
と
泥
と
の
相
違
あ
る
に
似
た
る
は
何
ぞ
や
。
其
次
第

甚
だ
明
な
り
。
実
語
教
に
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
し
、
智
な
き
者
は
愚
人

な
り
と
あ
り
。
さ
れ
ば
賢
人
と
愚
人
と
の
別
は
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に
由

て
出
来
る
も
の
な
り
」⑫

で
あ
る
。

福
沢
に
関
心
が
向
か
な
か
っ
た
の
は
、「
脱
亜
論
」
の
印
象
が
悪
す
ぎ

た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
福
沢
が
、
平
等
主
義
者
で
あ
り
、
身
分
制
度

へ
の
非
妥
協
的
な
批
判
者
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
は
、
い
さ
さ
か
も
揺
る

が
な
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
脱
亜
論
」
の
悪
い
印
象
を
覆
す
ほ
ど

の
力
は
な
か
っ
た
。（「
脱
亜
論
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。）

福
沢
に
は
、
漱
石
の
自
虐
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
偉
ぶ
ら
な
い
。
そ

の
点
で
の
好
感
度
は
と
て
も
高
い
。
文
章
は
軽
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ

る
。
例
え
ば
、
自
ら
の
唯
一
の
欠
点
は
「
酒
だ
」
と
正
直
に
認
め
た
り
す

る⑬

。福
沢
と
漱
石
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
西
洋
文
明
に
対
す
る

「
か
な
わ
な
い
」
と
い
う
思
い
が
あ
る
。
漱
石
は
言
う
。
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「
我
々
の
開
化
の
一
部
分
、
あ
る
い
は
大
部
分
は
い
く
ら
自
惚
れ
て

見
て
も
上
滑
り
と
評
す
る
よ
り
致
し
方
が
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
悪

い
か
ら
お
止
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
事
実
や
む
を
え
な

い
、
涙
を
呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
の
で
す
。」⑭

福
沢
の
生
涯
を
た
ど
っ
て
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
明
治
維
新
以
前
に

既
に
三
度
、
欧
米
に
出
か
け
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
際
、
彼
は
、
毎
度
の

こ
と
の
よ
う
に
「
か
な
わ
な
い
」
と
感
じ
た
よ
う
だ
。
彼
は
、
対
抗
し
よ

う
、
抵
抗
し
よ
う
と
し
な
い
。
ひ
た
す
ら
学
ぼ
う
、
受
容
し
よ
う
と
す
る

方
針
を
採
り
、
貫
い
た
よ
う
だ
。「
脱
亜
論
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
る
の
だ
が
、
本
気
で
「
抵
抗
」
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。

「
世
界
交
通
の
道
、
便
に
し
て
、
西
洋
文
明
の
風
、
東
に
漸
し
、
到

る
処
、
草
も
木
も
此
風
に
靡
か
ざ
る
は
な
し
。
蓋
し
西
洋
の
人
物
、

古
今
に
大
に
異
る
に
非
ず
と
雖
ど
も
、
其
挙
動
の
古
に
遅
鈍
に
し
て

今
に
活
発
な
る
は
、
唯
交
通
の
利
器
を
利
用
し
て
勢
に
乗
ず
る
が
故

の
み
。
故
に
方
今
東
洋
に
国
す
る
も
の
の
為
に
謀
る
に
、
此
文
明
東

漸
の
勢
に
激
し
て
之
を
防
ぎ
了
可
き
の
覚
悟
あ
れ
ば
則
ち
可
な
り
と

雖
ど
も
、
苟
も
世
界
中
の
現
状
を
観
察
し
て
事
実
に
不
可
な
る
を
知

ら
ん
者
は
、
世
と
推
し
移
り
て
共
に
文
明
の
海
に
浮
沈
し
、
共
に
文

明
の
波
を
揚
げ
て
共
に
文
明
の
苦
楽
を
興
に
す
る
の
外
あ
る
可
ら
ざ

る
な
り
。
文
明
は
猶
麻
疹
の
流
行
の
如
し
。
目
下
東
京
の
麻
疹
は
西

国
長
崎
の
地
方
よ
り
東
漸
し
て
、
春
暖
と
共
に
次
第
に
蔓
延
す
る
者

の
如
し
。
此
時
に
當
り
此
流
行
病
の
害
を
悪
て
之
を
防
が
ん
と
す
る

も
、
果
し
て
其
手
段
あ
る
可
き
や
。
我
輩
断
じ
て
其
術
な
き
を
証

す
。
有
害
一
偏
の
流
行
病
に
て
も
尚
且
そ
の
勢
に
は
劇
す
可
ら
ず
。

況
や
、
利
害
相
伴
ふ
て
常
に
利
益
多
き
文
明
に
於
て
を
や
。
啻
に
之

を
防
が
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
力
め
て
其
蔓
延
を
助
け
、
国
民
を
し
て

早
く
其
気
風
に
欲
せ
し
む
る
は
智
者
の
事
な
る
可
し
。」⑮

こ
こ
に
あ
か
ら
さ
ま
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
福
沢
の
姿
勢
は
啓
蒙
家

の
そ
れ
で
あ
る
。
つ
と
め
て
文
明
の
「
蔓
延
を
助
け
」
よ
う
と
す
る
の

だ
。
福
沢
は
、
新
聞
社
を
起
こ
し
、
大
学
を
創
設
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て

漱
石
は 

― 

新
聞
社
に
入
社
こ
そ
し
た
が 

― 

「
自
分
に
と
っ
て
文
学
と
は

何
か
」
と
い
う
問
い
を
抱
え
込
み
、
こ
の
問
い
と
実
践
的
に
取
り
組
む
人

と
な
る
。
そ
こ
に
彼
の
悪
戦
苦
闘
は
始
ま
る
の
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で

の
彼
の
仕
事
も
始
ま
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、「
自
分
に
と
っ
て
文
学
と
は
何
か
、
哲
学
と
は
何
か
」
と
い

う
こ
の
問
い
と
取
り
組
む
こ
と
は
、
こ
れ
以
後
、
日
本
の
す
べ
て
の
文
学
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者
、
哲
学
者
の
課
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
こ
の
問
い

と 
― 
い
か
な
る
仕
方
で
あ
れ 

― 

取
り
組
ま
な
い
よ
う
な
日
本
の
哲
学

は
、
私
の
関
心
圏
に
は
入
っ
て
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、

「
京
都
学
派
」
の
哲
学
的
営
為
が
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
も
の
と
な
る
の

も
、
ひ
と
え
に
、
こ
の
課
題
と
の
取
り
組
み
の
ゆ
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
人
は
西
洋
哲
学
を
ど
う
受
け
止
め
て
き
た
か
、
そ
の
受
け
止
め
に
基

い
て
自
ら
は
何
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

【
５
】
こ
こ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
わ
た
し
は
、「
西
洋
哲
学
」「
西
洋

文
明
」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
自
体
が
、
一
つ
の

問
題
で
あ
る
。「
西
洋
」
と
い
う
言
葉
が
、
ど
う
し
て
も
「
東
洋
」
と
い

う
言
葉
を
呼
び
出
さ
ず
に
は
す
ま
な
い
か
ら
だ
。「
西
洋
／
東
洋
」
と
い

う
対
比
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
／
ア
ジ
ア
」
と
い
う
対
比
と
、
ず
れ
な
が
ら

重
な
り
合
う
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
対
比
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
に
よ
っ
て
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
極
力
、
慎
重
で
あ
り
た
い

と
感
じ
て
い
る
。

そ
の
際
、
私
が
賛
成
し
た
く
な
い
考
え
を
代
表
（
象
徴
）
す
る
言
葉

が
、
二
つ
あ
る
。「
脱
亜
論
」
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
だ
。
い
ず
れ
も
、

「
亜
」
と
い
う
文
字
を
含
み
、
ア
ジ
ア
と
い
う
意
味
を
含
む
言
葉
だ
。

「
脱
亜
論
」
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
が
、
福
沢
だ
っ
た
。「
興
亜
論
」
と

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
。「
共
に
ア
ジ
ア
と
し
て
興
ろ
う
で
は
な
い
か
」

と
す
る
主
張
に
、「
一
人
、
さ
っ
さ
と
、
ア
ジ
ア
か
ら
足
抜
け
し
よ
う
」

と
ぶ
ち
上
げ
た
の
だ
。
こ
れ
が
感
じ
の
悪
い
主
張
で
あ
る
こ
と
は
、
論
を

俟
た
な
い
が
、
福
沢
の
主
旨
は
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
反
感
、
例
え
ば
、
中
国

や
朝
鮮
へ
の
蔑
視
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
う
で
は
な
く
、

こ
れ
は
、
文
明
へ
の
仲
間
入
り
を
急
ご
う
、
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
表
明

さ
れ
て
こ
そ
い
な
い
け
れ
ど
も
「
入
欧
」
に
こ
そ
主
眼
は
あ
っ
た
と
見
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』
と
い
う
著
作
の
中
で
、
平
山
洋
が
、
福
沢
の

「
脱
亜
思
想
」
と
、
一
八
八
五
年
三
月
十
六
日
に
『
時
事
新
報
』
に
発
表

さ
れ
た
論
説
「
脱
亜
論
」
と
、
そ
の
後
こ
の
新
聞
紙
上
で
主
張
さ
れ
続
け

る
「
脱
亜
思
想
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
捉
え
、
こ
の
三
者
を
混
同
す

る
こ
と
な
く
適
切
に
関
係
づ
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
そ
の

前
提
に
あ
る
の
は
、
こ
の
新
聞
の
社
説
が 

― 

新
聞
の
社
説
の
常
態
と
し

て 

― 

無
署
名
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
し
て
、
毎
日
の
社
説
を
す
べ
て

福
沢
一
人
で
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
脱
亜
論
を
主
張
す
る
社

説
が
そ
も
そ
も
誰
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
か 

― 

本
当
に
、
福
沢
の
手

に
な
る
も
の
な
の
か 

― 

確
認
を
要
す
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の

際
、
一
八
八
五
年
三
月
十
六
日
の
社
説
は
、
確
か
に
福
沢
そ
の
人
に
よ
っ

て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
福
沢
が
「
脱
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亜
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
か
、
以
下
に
確

認
し
て
お
こ
う
。

「
断
じ
て
旧
政
府
を
倒
し
て
新
政
府
を
立
て
、
国
中
朝
野
の
別
な
く

一
切
万
事
西
洋
近
時
の
文
明
を
採
り
、
独
り
日
本
の
旧
套
を
脱
し
た

る
の
み
な
ら
ず
、
亜
細
亜
全
州
の
中
に
在
て
新
に
一
機
軸
を
出
し
、

主
義
と
す
る
所
は
唯
脱
亜
の
二
字
に
在
る
の
み
。

我
日
本
の
国
土
は
亜
細
亜
の
東
辺
に
在
り
と
雖
も
、
其
国
民
の
精

神
は
既
に
亜
細
亜
の
固
陋
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
に
移
り
た
り
。
然

る
に
爰
に
不
幸
な
る
は
近
隣
に
国
あ
り
。
一
を
支
那
と
云
ひ
、
一
を

朝
鮮
と
云
ふ
。（
…
）
今
の
支
那
朝
鮮
は
我
日
本
国
の
た
め
に
一
毫

の
援
助
と
為
ら
ざ
る
の
み
（
…
）
今
日
の
謀
を
為
す
に
、
我
国
は
隣

国
の
開
明
を
待
て
共
に
亜
細
亜
を
興
す
の
猶
豫
あ
る
可
ら
ず
、
寧
ろ

其
伍
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
国
と
進
退
を
共
に
し
、
其
支
那
朝
鮮
に

接
す
る
の
法
も
隣
国
な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
会
釈
に
及
ば
ず
、
正

に
西
洋
人
が
之
に
接
す
る
の
風
に
従
て
処
分
す
る
可
き
の
み
。
悪
友

を
親
し
む
者
は
共
に
悪
名
を
免
か
る
可
ら
ず
。
我
れ
は
心
に
於
て
亜

細
亜
東
方
の
悪
友
を
謝
絶
す
る
も
の
な
り
。」⑯

『
時
事
新
報
』
は
こ
れ
以
降
、
脱
亜
の
論
陣
を
張
り
続
け
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
後
に
同
紙
上
に
繰
り
返
し
現
れ
る
「
脱
亜
」
の
論
説
に
つ
い
て

は 

― 

内
容
的
に
、
中
国
蔑
視
、
朝
鮮
蔑
視
の
論
調
を
強
め
る
も
の
な
の

だ
が 

― 

そ
の
大
部
分
が
、
福
沢
で
は
な
く
、
彼
の
弟
子
の
一
人
で
あ

り
、
後
の
編
集
主
幹
と
な
る
石
河
幹
明
（
一
八
五
九 

― 

一
九
四
三
）
に

よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
高
い
蓋
然
性
と
共
に
推
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
一
八
八
五
年
の
問
題
の
社
説
「
脱
亜
論
」
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
当
時
の
朝
鮮
半
島
情
勢
と
い
う
文
脈
の
中
に
き
ち
ん
と
位
置
づ
け
て

読
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
平
山
の
強
く
訴
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
中
国
が
厳
し
い
非
難
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
み
え

な
い
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
一
八
八
四
年
十
二
月
の
甲
申
事
変
が
あ

り
、
独
立
党
政
権
を
瓦
解
に
追
い
込
ん
だ
清
国
軍
の
介
入
を
弾
劾
す
る
こ

と
が
、『
時
事
新
報
』
の
社
説
の
主
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
い

う
。『
時
事
新
報
』
は
「
一
貫
し
て
清
国
に
対
す
る
朝
鮮
国
の
独
立
を
擁

護
し
、
ま
た
清
国
軍
及
び
事
大
党
に
よ
る
独
立
党
へ
の
過
酷
な
弾
圧
制
作

を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」⑰

。
朝
鮮
の
、
と
り
わ
け
独
立
党
は
同
情

の
対
象
で
こ
そ
あ
れ
、
蔑
視
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
の
が
平
山
の
主
張
で
あ
る
。

肝
腎
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
福
沢
の
「
脱
亜
思
想
」
と
は
如
何
な
る
思

想
で
あ
っ
た
の
か
、
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
基
本
的
に
「
文
明
化



國學院雜誌  第 117 巻第 12 号（2016年） — 10 —

の
思
想
」
の
別
名
だ
っ
た
。
支
那
の
思
想
、
と
り
わ
け
そ
の
儒
教
思
想
は

終
生
非
妥
協
的
に
拒
絶
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
中
国
も
ま
た
儒
教
の
過

去
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
祈
念
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
蔑
視
は
必

ず
し
も
な
い
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
共
に
文
明
化
の

途
に
歩
み
出
そ
う
と
し
な
い
中
国
の
現
実
に
対
す
る
も
ど
か
し
さ
、
苛
立

ち
の
思
い
は
抱
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
し
て
も
。

そ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
し
か
し
、
鶴
見
俊
輔
に
よ
る
慎
重
に
言
葉

を
選
ぶ
以
下
の
批
評
は
適
切
で
あ
る
と
思
う
。

「
明
治
維
新
の
あ
と
に
な
り
ま
す
と
、
朝
鮮
と
中
国
へ
の
配
慮
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
福
沢
諭
吉
（
１
８
３
５ 
― 

１
９
０
１
）
の

よ
う
に
、
多
く
の
人
た
ち
が
ア
ジ
ア
の
問
題
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と

か
ら
離
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
制
度
の
学
習
に
全
勢
力
を
集
中
し
よ
う

と
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
彼
ら
が
朝
鮮
と
中
国
に
も
う
一
度
目
を
転
じ

た
と
き
、
彼
ら
は
、
速
成
で
す
で
に
習
い
覚
え
た
西
洋
文
明
の
流
儀

を
中
国
と
朝
鮮
に
押
し
つ
け
る
資
格
を
自
ら
に
認
め
、
文
明
の
代
表

者
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
臨
み
ま
し
た
。」⑱

そ
の
上
で
、
こ
う
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
近
代
日
本
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
脱
亜
論
と
大
東
亜
共
栄
思
想
を
「
ホ
ン
ネ
」
と
「
タ
テ
マ
エ
」

と
し
て
使
い
分
け
て
い
た
の
だ
、
と
。
表
向
き
は
「
大
東
亜
共
栄
」
を
謳

い
上
げ
つ
つ
、
実
は
、
自
ら
は
一
人
「
文
明
国
」
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
外

に
、
上
に
立
ち
、
つ
ま
り
は
「
ア
ジ
ア
」
を
脱
し
、
リ
ー
ダ
ー
の
「
資
格

を
自
ら
に
認
め
」
て
い
た
の
だ
、
と
。
心
の
底
か
ら
東
亜
の
「
共
」
栄
を

願
っ
て
い
た
人
も
い
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
こ

の
理
念
の
危
う
さ
を
除
染
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
る
ま
い
。

【
６
】「
大
東
亜
共
栄
」
と
は
、
い
か
な
る
思
想
か
。「
大
」
の
字
と
「
東
」

の
字
を
含
む
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、「
ア
ジ
ア
は
一

つ
」
と
い
う
考
え
だ
ろ
う
。
代
表
的
論
客
の
一
人
が
、
岡
倉
天
心
で
あ

る
。
岡
倉
に
あ
っ
て
は
、
ア
ジ
ア
は
、
文
字
通
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か

ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
引
き
算
し
た
残
り
の
全
域
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
。
そ
の
上

で
「
ア
ジ
ア
は
一
つ
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
東
亜
は
一
つ
」
な
ど
と
控
え

め
の
主
張
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
ア
ラ
ビ
ア
の
騎
士
道
、
ペ
ル
シ
ア
の
詩
歌
、
中
国
の
倫
理
、
イ
ン

ド
の
思
想
は
、
す
べ
て
生
い
育
ち
、
ち
が
っ
た
地
域
に
ち
が
っ
た
特

色
の
あ
る
花
を
咲
か
せ
て
は
い
る
が
、
ど
こ
に
も
明
確
不
動
の
分
界

線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
回
教
す
ら
、
剣
を
手
に
し
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た
馬
上
の
儒
教
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
黄
河
流
域
の

古
色
濃
き
共
同
社
会
主
義
の
中
に
、
回
教
諸
民
族
の
中
に
抽
出
実
現

さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
が
ご
と
き
、
粋
粋
に
牧
民
的
要
素
の
痕
跡
を

見
わ
け
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。」⑲

ト
ル
コ
か
ら
日
本
ま
で
を
一
括
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
の
ア
イ
デ
ア
に

は
、
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
当
然
の
如

く
、
梅
棹
忠
夫
が
、
ア
ジ
ア
の
同
質
性
と
い
う
考
え
に
対
す
る
批
判
の
中

で
、
岡
倉
を
名
指
し
し
て
い
る
。

「
わ
た
し
は
、「
お
た
が
い
に
ア
ジ
ア
人
だ
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
こ

と
ば
が
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
内
容
を
も
ち
う
る
か
、
た
い
へ
ん

疑
問
だ
と
お
も
う
。
感
覚
的
、
あ
る
い
は
観
念
的
な
意
味
に
お
い
て

の
み
、
ア
ジ
ア
は
同
質
的
な
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
、
あ
る
い
は
実

質
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
同
質
的
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
日
本
は
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。（
…
）

こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
国
際
関
係
の
友
好
的
・
敵
対
的
な
ど
と
い

う
こ
と
と
は
全
然
別
の
こ
と
で
あ
る
。
同
質
性
を
強
調
し
な
が
ら
、

ひ
ど
い
こ
と
に
な
っ
た
例
を
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
く
つ
も
み
た
。

岡
倉
天
心
の
「
ア
ジ
ア
は
一
な
り
」
以
来
、
く
り
か
え
し
ア
ジ
ア
の

同
一
性
を
強
調
す
る
思
想
が
あ
ら
わ
れ
た
。
中
国
と
の
間
の
「
同
文

同
種
」
と
い
う
の
も
お
な
じ
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
い
な
が
ら
、
ど

ん
ど
ん
ひ
ど
い
関
係
が
進
行
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
「
大
東

亜
共
栄
圏
」
の
思
想
的
根
拠
の
一
つ
に
さ
え
、
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。」⑳

当
を
得
た
批
判
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
た
だ
し
、
そ
こ
か
ら
「
第
一
世

界
」
と
「
第
二
世
界
」
の
対
比
へ
と
話
を
進
め
て
ゆ
く
梅
棹
自
身
の
代
案

と
な
る
と
、
輪
を
か
け
て
乱
暴
で
あ
る
。
他
に
対
す
る
批
判
は
鋭
い
の
に

自
説
の
積
極
的
な
提
案
と
な
る
と
に
わ
か
に
腰
砕
け
と
な
り
全
く
い
た
だ

け
な
い
と
い
う
、
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
を
免
れ
て
い
な
い
。

「
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
問
題
の
旧
世
界
を
バ
ッ
サ
リ
二
つ
の
地
域
に

わ
け
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
を
、
第
一
地
域
、
第
二
地
域
と
名
づ
け
よ

う
。
旧
世
界
を
横
長
の
楕
円
に
た
と
え
る
と
、
第
一
地
域
は
、
そ

の
、
東
の
端
と
西
の
端
に
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
く
っ
つ
い
て
い
る
。
と
く

に
、
東
の
部
分
は
ち
い
さ
い
よ
う
だ
。
第
二
地
域
は
、
長
円
の
、
後

の
す
べ
て
の
部
分
を
し
め
る
。
第
一
地
域
の
特
徴
は
、
そ
の
生
活
様

式
が
高
度
の
近
代
文
明
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
地
域
の
特
徴

は
、
そ
う
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。」㉑
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第
一
地
域
に
属
す
る
の
は
、「
日
本
と
、
そ
の
反
対
側
の
端
に
あ
る
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
数
ヶ
国
と
だ
け
」（
同
書
、
88
頁
）
だ
と
さ
れ
、「
あ
と
は
、

中
国
も
、
東
南
ア
ジ
ア
も
、
イ
ン
ド
も
、
ロ
シ
ア
も
、
イ
ス
ラ
ム
諸
国

も
、
東
欧
も
」（
同
）
す
べ
て
、
第
二
地
域
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
こ
ん

な
乱
暴
な
議
論
が
ど
う
し
て
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
の
か
、
不
可
解
だ
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
上
記
の
、
批
判
に
お
け
る
的
確
さ
と
い
う
点
を
別

に
す
る
と
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
と
い
う
こ
と
し
か
思
い
浮
か
ば
な

い
。
そ
し
て
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
は
、
粗
雑
さ
の
別
名
な
の
だ
。
そ

れ
と
も
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
、
日
本
人
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
く
す
ぐ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

「
植
民
地
経
営
者
と
し
て
、
第
一
地
域
の
西
の
部
分
で
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
が
は
た
し
た
役
わ
り
は
、
東
に
お
い
て
は
当
然
日
本
が
は

た
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
植
民
地
か
ら
あ
が
る
も
う
け
と
い
う

こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、
も
し
鎖
国
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た

ら
、
日
本
は
独
自
の
産
業
革
命
を
、
す
で
に
明
治
以
前
に
な
し
と
げ

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
お
も
う
。
あ
る
い
は
、
と
っ
く
の
昔
に
、

イ
ン
ド
あ
た
り
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
決
戦
を
や
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
第
一
地
域
で
の
東
西
の
決
戦
は
、
し
か
し
、
第
二
次
大
戦
ま
で

持
ち
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。」㉒

「
大
東
亜
共
栄
圏
」
思
想
の
批
判
に
お
い
て
鋭
い
梅
棹
は
、
本
人
が
そ

れ
と
意
識
す
る
こ
と
の
お
よ
そ
な
い
仕
方
で
、「
脱
亜
論
」
に
接
近
し
て

い
る
。
た
だ
し
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
ん
の
数
ヶ
国
だ
け
」
の
お
仲
間
入

り
を
し
た
の
は
よ
い
が
、
一
員
に
な
る
と
は
、
対
等
に
戦
争
を
す
る
資
格

を
得
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
の
だ
。

【
７
】
こ
れ
に
対
し
て
、「
大
東
亜
共
栄
」
と
い
う
思
想
の
、
興
味
深
い
一

変
種
を
提
示
し
て
い
る
人
に
、
竹
内
好
が
い
る
。
中
国
文
学
者
で
あ
る
竹

内
に
は
、
中
国
に
対
す
る
深
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
一
九
三

一
年
の
「
満
州
事
変
」
以
降
、
日
本
が
「
大
東
亜
共
栄
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
下
に
中
国
侵
略
政
策 

― 

具
体
的
に
は
、
戦
争 

― 

を
推
し
進
め
る
こ

と
が
、
彼
に
は
耐
え
難
か
っ
た
。

そ
の
際
、
竹
内
に
は
、
漱
石
と
同
型
の
「
主
体
性
」
の
思
想
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
、
日
本
に
主
体
性
の
欠
如
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の

日
本
は
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
奴
隷
精
神
の
下
に
あ
る
、
と
い
う
診
断
で

あ
る
。（
主
体
性
の
欠
如
を
不
本
意
と
す
る
こ
の
発
想
は
、
右
翼
、
左
翼

を
問
わ
ず
共
有
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。）
ア
ジ
ア
の
国
々
は
、

い
ず
れ
も
、
西
洋
文
明
に
よ
っ
て
屈
従
を
強
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
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中
国
が
、「
西
洋
列
強
」
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
植
民
地
の
地
位
に
甘
ん
じ

て
い
た
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
「
抵
抗
の
姿
勢
」
を
示
し
た
こ
と
に
お

い
て
そ
の
「
主
体
性
」
を
証
示
し
た
、
と
認
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
抵

抗
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
な
く
、（
半
）
独
立
を
辛
う
じ
て
保
持
す
る
日
本

は
、
竹
内
に
よ
っ
て
「
奴
隷
」
と
形
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
あ
ま

つ
さ
え
、
西
洋
列
強
の
侵
略
政
策
を
コ
ピ
ー
し
、
植
民
地
経
営
に
乗
り
出

し
た
日
本
の
姿
勢
、
具
体
的
に
は
、
一
九
三
一
年
以
降
の
日
中
戦
争
の
状

況
は
、
竹
内
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

一
九
四
一
年
に
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
宣
戦
布
告
し
た
こ
と
を
、
竹
内
は
、

そ
の
耐
え
難
い
状
況
か
ら
の
「
解
放
」
と
感
じ
取
り
、
安
堵
し
、
歓
迎
し

た
の
だ
っ
た
。
日
本
が
戦
う
べ
き
は
、
本
来
の
盟
友
で
あ
る
べ
き
中
国
で

は
な
く
、
西
洋
文
明
（
の
代
表
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
）
こ
そ
そ
れ
で
あ
っ

て
、
事
態
は
よ
う
や
く
正
常
化
さ
れ
た
の
だ
、
と
。

「
歴
史
は
作
ら
れ
た
。
世
界
は
一
夜
に
し
て
変
貌
し
た
。
わ
れ
ら
は

目
の
あ
た
り
に
そ
れ
を
見
た
。（
…
）
十
二
月
八
日
、
宣
戦
の
大
詔

が
下
っ
た
日
、
日
本
国
民
の
決
意
は
一
つ
に
燃
え
た
。
爽
か
な
気
持

で
あ
っ
た
。（
…
）
東
亜
か
ら
侵
略
者
を
追
い
は
ら
う
こ
と
に
、
わ

れ
わ
れ
は
い
さ
さ
か
の
道
義
的
な
反
省
も
必
要
と
し
な
い
。
敵
は
一

刀
両
断
に
斬
っ
て
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
祖
国
を
愛
し
、

祖
国
に
次
い
で
隣
邦
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
正
し
き
を

信
じ
、
ま
た
力
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

大
東
亜
戦
争
は
見
事
に
支
那
事
変
を
完
遂
し
、
こ
れ
を
世
界
史
上

に
復
活
せ
し
め
た
。
今
や
大
東
亜
戦
争
を
完
遂
す
る
も
の
こ
そ
、
わ

れ
ら
で
あ
る
。」㉓

こ
の
宣
言
を
、
鶴
見
俊
輔
は
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

「
こ
の
宣
言
の
特
徴
は
現
実
把
握
の
弱
さ
で
あ
る
。
宣
言
は
予
測
と

し
て
は
、
事
実
に
よ
っ
て
う
ら
ぎ
ら
れ
た
。
予
測
の
失
敗
は
、
戦
中

の
大
東
亜
建
設
の
現
実
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
竹
内
好
自
身
に
あ

き
ら
か
に
な
り
、
敗
戦
に
よ
っ
て
一
つ
の
終
り
に
至
る
。（
…
）

言
論
人
と
し
て
の
戦
後
の
活
動
に
お
い
て
竹
内
好
は
、
こ
の
宣
言

を
か
く
す
こ
と
な
く
、『
日
本
と
中
国
の
あ
い
だ
』（
一
九
七
三
年
）

に
収
録
し
て
い
る
。（
…
）
自
己
検
証
が
、
戦
後
全
体
の
竹
内
好
の

活
動
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
く
に
重
要
な
の
は
、「
宣
言
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
が

国
民
の
ひ
と
り
と
し
て
進
ん
で
大
東
亜
戦
争
を
に
な
お
う
と
し
た
事

実
を
、
戦
後
の
言
論
の
基
礎
に
お
い
た
、
そ
の
考
え
方
で
あ
る
。

（
…
）
竹
内
好
の
活
動
を
き
わ
だ
た
せ
た
の
は
、
こ
の
戦
争
を
、
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国
民
は
進
ん
で
た
た
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
し
っ
か
り
目
の
前
に
お

い
て
筆
を
進
め
た
こ
と
に
あ
る
。」㉔

こ
の
批
評
は
、
基
本
的
に
、
竹
内
の
、
自
ら
の
発
言
に
対
す
る
戦
後
の

対
処
の
仕
方
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
。
転
向
論
の
批
評
家
で
あ
る
鶴
見
に

と
っ
て
は
、
思
想
家
の
変
化
と
首
尾
一
貫
性
（
非
同
一
性
と
同
一
性
）
に

こ
そ
関
心
が
向
か
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
、
発
言

内
容
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
評
は
「
現
実
把
握
の
弱
さ
」
の
一
言
で
す
ま

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
事
実
把
握
の
弱
さ
」
は
、
単
に
事
実
認

識
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
現
実
把
握
」
は
、
あ
る
思
想
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
は
、「
主
体
性
の
思

想
」
で
あ
る
。

【
８
】
竹
内
の
「
爽
や
か
な
気
持
」
を
共
有
す
る
こ
と
は
、
私
に
は
で
き

な
い
。
そ
れ
は
、
竹
内
の
時
局
判
断
の
是
非
を
云
々
す
る
こ
と
の
手
前

で
、
私
が
彼
の
「
主
体
性
の
思
想
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
起
因
す
る㉕

。
そ
の
際
、「
主
体
性
」
と
い
う
理
念
を
批
判
す
る
上
で
の

ヒ
ン
ト
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
加
藤
周
一
の
「
雑
種
文
化
」
と
い

う
考
え
方
で
あ
り
、
ア
ド
ル
ノ
の
「
非
同
一
性
」
を
め
ぐ
る
思
考
だ
っ

た㉖

。

「
雑
種
」「
非
同
一
性
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
主
体
性
」
と
い
う
理
念

を
成
り
立
た
な
く
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
が
主
体
で
あ
る
た
め
に
は
、

日
本
が
西
洋
や
中
国
か
ら
区
別
さ
れ
た
混
じ
り
気
の
な
い
「
同
一
性
」
を

具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
際
、「
単
一
民
族
、
日
本
」

と
考
え
る
こ
と
へ
の
誘
惑
は
確
か
に
強
い
。
し
か
し
、
日
本
に
純
粋
な
同

一
性
や
単
一
性
が
帰
せ
ら
れ
得
な
い
と
す
れ
ば 

― 

日
本
文
化
が
雑
種
文

化
で
あ
る
と
す
れ
ば 

― 

ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
体
何
に
対
し
て
、
何
が
主

（
あ
る
じ
）
に
な
る
と
い
う
の
か
。

た
だ
し
、
そ
う
考
え
始
め
る
と
、
加
藤
周
一
が
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン

ス
の
文
化
は
「
純
粋
種
」
の
文
化
で
あ
る
と
捉
え
る
点
に
も
、
批
判
を
向

け
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
加
藤
は
、「
原
理
に
関
し
て
は
、
英
語
の
文
化

も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
化
も
、
純
粋
種
で
あ
り
、
英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス

語
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
影
響
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
」㉗

、「
英
仏

の
文
化
を
純
粋
種
の
文
化
の
典
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
文
化
は
雑

種
の
文
化
の
典
型
で
は
な
い
か
」㉘

と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
繰
り
返
す
の
だ

け
れ
ど
も
、
こ
の
主
張
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
、
広
く
共
有

さ
れ
る
認
識
に
属
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や

ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
な
る
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
こ
そ
は
、

典
型
的
な
「
雑
種
」
の
国
な
の
で
は
な
い
か
。
ア
ル
ザ
ス
、
ブ
ル
タ
ー

ニ
ュ
、
コ
ル
シ
カ
、
オ
ク
シ
タ
ニ
アetc.

に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
少
数
文
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化
に
よ
っ
て
も
ま
た
構
成
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
文
化
が
、
一
体
、
い
か
に
し

て
「
純
粋
」
で
あ
り
得
る
と
い
う
の
か
。

【
９
】「
外
来
の
も
の
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
以
前
の
、
純
粋
に
日
本
的
な

も
の
、
日
本
に
固
有
の
も
の
」
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
知
的
誘

惑
は
、
侮
れ
な
い
ほ
ど
に
は
大
き
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。「
日
本

文
化
の
古
層
」
と
言
い
換
え
て
も
、
事
態
に
変
わ
り
は
な
い
。

し
か
し
、
問
題
は
、「
固
有
性
」
や
「
純
粋
性
」
を
探
り
当
て
る
こ
と

に
は
な
い
。
そ
の
際
、
探
索
が
精
神
主
義
に
拠
っ
て
な
さ
れ
る
か
、
物
質

主
義
に
拠
っ
て
な
さ
れ
る
か
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
、
と
い
う
予
感

（
予
断
）
が
私
に
は
あ
る
。

手
が
か
り
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
言
葉
で
は

な
い
か
。
た
だ
し
、
言
葉
は
手
が
か
り
、
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
つ
つ
、
し

か
し
同
時
に
、
障
害
物
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
西
洋
哲
学
を
受
け
止
め
る
、

と
は
、
日
本
語
に
移
し
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
日
本
語
に
変
換
し
よ
う

と
す
る
営
為
以
外
で
は
あ
り
得
ま
い
。
そ
れ
は
、
創
造
の
愉
し
み
で
あ
る

と
同
時
に
、
不
自
由
の
苦
し
み
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

日
本
の
哲
学
に
つ
い
て
考
え
る
、
と
は
、
日
本
語
を
め
ぐ
る
創
造
性
と

不
自
由
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
だ 

― 

こ
れ
が
、
ス
タ
ー
ト
地
点
に
立
つ

私
が
携
え
る
仮
説
で
あ
る
。
日
本
語
を
英
語
で
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
よ

う
な
発
想
は
、
も
っ
て
の
他
で
あ
り
、
嫌
悪
と
軽
蔑
以
外
の
も
の
を
感
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
英
語
を
、
西
洋
語
を
日
本
語
に
変

換
す
る
努
力
こ
そ
、
日
本
の
哲
学
研
究
者
が
引
き
受
け
る
べ
き
課
題
で
あ

る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
日
本
語
表
現
を
西
洋
語
に
変
換
す
る
努

力
と
平
行
し
て
な
さ
れ
る
も
の
と
な
ら
ず
に
は
す
む
ま
い　

―　

そ
う
予

感
す
る
。

【
注
】

① 

梅
棹
忠
夫
『
文
明
の
生
態
史
観
』、
中
公
文
庫
、
一
九
七
四
年
、
十
一
頁
。

② 

藤
野
寛
「
哲
学
す
る
こ
と
へ
の
反
省
」、『
実
践
哲
学
研
究
』
増
刊
第
一
号
、
実
践

哲
学
研
究
会
、
一
九
九
四
年
（
藤
野
寛
『
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
問
題

圏
―
同
一
性
批
判
の
哲
学
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
に
第
九
章
と
し
て
収

録
）。

③ 

藤
野
寛
「
奴
隷
と
雑
種
―
ド
イ
ツ
で
考
え
た
こ
と
」、『
高
崎
経
済
大
学
論
集
』
第

四
二
巻
三
号
、
一
九
九
九
年
（
藤
野
寛
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
、
詩
を
書
く

こ
と
だ
け
が
野
蛮
な
の
か
―
ア
ド
ル
ノ
と
〈
文
化
と
野
蛮
の
弁
証
法
〉』
平
凡
社
、

二
〇
〇
三
年
、
の
第
二
部
に
収
録
）。

④ 

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
三
一
日
に
開
催
さ
れ
た
國
學
院
大
學
哲
学
会
第
三
一

会
総
会
で
行
っ
た
講
演
「
日
本
哲
学
を
始
め
る
に
際
し
て
」
を
も
と
に
、
そ
の
内

容
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑤ 

亀
井
俊
介
『
英
文
学
者 

夏
目
漱
石
』、
松
柏
社
、
二
〇
一
一
年
、
七
二
頁
。

⑥ 

夏
目
漱
石
『
文
学
論
（
上
）』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
二
六
頁
。

⑦ 

夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」、『
漱
石
文
明
論
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
年
、
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二
六 

― 

二
七
頁
。

⑧ 
夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」、
三
三 

― 

三
四
頁
。

⑨ 
夏
目
漱
石
「
私
の
個
人
主
義
」、『
漱
石
文
明
論
集
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
六
年
、

一
一
二 
― 
一
一
三
頁
。

⑩ 

福
澤
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』、『
福
澤
諭
吉
全
集 

第
四
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九

五
九
年
、
五
頁
。

⑪ 

福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』、『
福
澤
諭
吉
全
集 

第
三
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九

五
九
年
、
二
九
頁
。

⑫ 

福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』、
二
九
頁
。

⑬ 

福
澤
諭
吉
『
福
翁
自
伝
』、『
福
澤
諭
吉
全
集 

第
七
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
五
九

年
、
四
五
頁
以
下
。

⑭ 

夏
目
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」、
三
四
頁
。

⑮ 

福
澤
諭
吉
「
脱
亜
論
」、『
福
澤
諭
吉
全
集 
第
十
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、

二
三
八
頁
。

⑯ 

福
澤
諭
吉
「
脱
亜
論
」、
二
三
九 

― 

二
四
〇
頁
。

⑰ 

平
山
洋
『
福
沢
諭
吉
の
真
実
』、
文
春
新
書
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
頁
。

⑱ 

鶴
見
俊
輔
『
戦
時
期
日
本
の
精
神
史
―
一
九
三
一
〜
一
九
四
五
年
』、
岩
波
書
店
、

１
９
８
２
年
、
六
一
頁
。

⑲ 

岡
倉
天
心
『
東
洋
の
理
想
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
九
頁
。
そ
の

一
方
で
、
天
心
は
、「
鎖
国
」
の
意
義
を
認
め
る
興
味
深
い
言
葉
も
残
し
て
い
る
。

「
日
本
が
長
い
あ
い
だ
世
界
か
ら
孤
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
内
省
に
資
す
る
と
こ
ろ

大
き
く
、
茶
道
の
発
達
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
好
都
合
で
あ
っ
た
。」

 

（
岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
四
頁
。）

⑳ 

梅
棹
忠
夫
『
文
明
の
生
態
史
観
』、
一
九
一 

― 

一
九
二
頁
。

㉑ 

梅
棹
忠
夫
『
文
明
の
生
態
史
観
』、
八
八
頁
。

㉒ 

梅
棹
忠
夫
『
文
明
の
生
態
史
観
』、
九
六 

― 

九
七
頁
。

㉓ 

竹
内
好
「
大
東
亜
戦
争
と
吾
等
の
決
意
」『
中
国
文
学
』
第
八
十
号
、
一
九
四
二
年

一
月
、『
鶴
見
俊
輔
集 

続
四 

柳
宗
悦
・
竹
内
好
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、

三
一
三 

― 

三
一
五
頁
。

㉔ 

『
鶴
見
俊
輔
集 

続
四 

柳
宗
悦
・
竹
内
好
』、
筑
摩
書
房
、
三
一
七 

― 

三
一
八
頁
。

㉕ 

「
主
体
性
」
理
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
論
考
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。（
藤
野

寛
「
主
体
性
と
い
う
理
念
と
そ
の
限
界
」、『
高
崎
経
済
大
学
論
集
』
第
四
八
巻
三

号
、
二
〇
〇
六
年
。）

㉖ 

「（
非
）
同
一
性
」
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
触
発
さ
れ
て
考
え
た
こ
と
は
、

以
下
の
諸
論
考
に
お
い
て
ま
と
め
た
。（
藤
野
寛
『
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

の
問
題
圏
―
同
一
性
批
判
の
哲
学
』（
特
に
第
五
、
六
章
）、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇

〇
年
。
同
『
高
校
生
と
大
学
一
年
生
の
た
め
の
倫
理
学
講
義
』（
第
十
講
義
）、
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
一
年
。）

㉗ 

加
藤
周
一｢

日
本
文
化
の
雑
種
性｣

、『
加
藤
周
一
著
作
集 

七
』、
平
凡
社
、
一
九

七
九
年
、
七
頁
。

㉘ 

加
藤
周
一｢

日
本
文
化
の
雑
種
性｣

、
九
頁
。


