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司
馬
遼
太
郎
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
二
月
十
一
日
で
あ
る
。
日
本
の
未
来
を
憂
い
続
け
た
司
馬
は
、
二
十
一
世

紀
を
迎
え
る
直
前
で
没
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
司
馬
が
二
十
世
紀
を
憂
え
る
核
に
考
え
て
い
た
の
が
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
勃

発
し
た
日
露
戦
争
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
司
馬
は
晩
年
の
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
に
あ
ら
わ
し
た
「
日
本
人
の
二
十
世

紀
」（『
こ
の
国
の
か
た
ち
』
四
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
略
）
日
本
の
二
十
世
紀
が
戦
争
で
開
幕
し
た
こ
と
と
、
戦
争
が
そ
の
国
の
わ
ず
か
な
長
所
と
大
き
な
短
所
を
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
の

よ
う
に
映
し
出
し
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。

た
と
え
ば
第
一
次
大
戦
で
、
陸
軍
の
輸
送
用
の
車
輛
や
戦
車
な
ど
の
兵
器
、
ま
た
軍
艦
が
石
油
で
動
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
石
油

を
他
か
ら
輸
入
す
る
し
か
な
い
大
正
時
代
の
日
本
は
、
正
直
に
手
の
内
を
明
か
し
て
、
列
強
な
み
の
陸
海
軍
は
も
て
な
い
、
他
か
ら

侵
入
を
う
け
た
場
合
の
み
の
戦
力
に
き
り
か
え
る
と
、
そ
う
言
う
べ
き
な
の
に
、
お
く
び
に
も
洩
ら
さ
ず
、
昭
和
に
な
っ
て
、
軍
備

上
の
根
底
的
な
弱
点
を
押
し
か
く
し
て
、
か
え
っ
て
軍
部
を
中
心
に
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
は
び
こ
ら
せ
ま
し
た
。
不
正
直
と
い
う

一
九



の
は
、
国
を
ほ
ろ
ぼ
す
ほ
ど
の
力
が
あ
る
の
で
す
。⑴

日
露
戦
争
に
勝
っ
た
た
め
に
日
本
は
急
速
に
強
力
な
軍
国
主
義
国
家
に
な
り
、
結
局
第
二
次
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
、
二
十
世
紀
後
半

は
そ
の
戦
争
が
も
た
ら
せ
た
課
題
を
多
く
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
司
馬
が
そ
の
こ
と
を
重
く
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
一
つ
に
『
こ
の
国
の
か
た
ち
一
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
し
た
次
の
言
葉
が
あ
る
。

（
略
）
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
の
敗
戦
の
日
だ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
、
二
十
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
八
日
目
の
こ
と
で
あ
る
。

私
ど
も
の
連
隊
は
い
わ
ゆ
る
満
州
の
国
境
ち
か
く
に
い
て
、
早
春
、
連
隊
ぐ
る
み
移
動
し
、
思
わ
ぬ
こ
と
に
関
東
平
野
に
帰
っ
て
き

た
。（
略
）

私
は
毎
日
の
よ
う
に
町
を
歩
い
た
。
こ
の
町
は
、
十
三
世
紀
か
ら
の
鋳
物
や
大
正
期
の
佐
野
縮
な
ど
絹
織
物
に
よ
る
富
の
蓄
積
の

お
か
げ
で
町
並
に
は
大
き
な
家
が
多
く
、
戦
時
中
に
露
地
に
打
水
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
て
、
ど
の
家
も
ど
の
辻
も
町
民
に
よ
る
手
入

れ
が
よ
く
ゆ
き
と
ど
い
て
い
た
。

軒
下
な
ど
で
遊
ん
で
い
る
こ
ど
も
も
ま
こ
と
に
子
柄
が
よ
く
、
自
分
が
こ
の
子
ら
の
将
来
の
た
め
に
死
ぬ
な
ら
多
少
の
意
味
が
あ

る
と
思
っ
た
り
し
た
。

が
、
あ
る
日
、
そ
の
お
ろ
か
し
さ
に
気
づ
い
た
。
こ
の
あ
た
り
が
戦
場
に
な
れ
ば
、
ま
ず
死
ぬ
の
は
、
兵
士
よ
り
も
こ
の
子
ら
な

の
で
あ
る
。

終
戦
の
放
送
を
き
い
た
あ
と
、
な
ん
と
お
ろ
か
な
国
に
う
ま
れ
た
こ
と
か
と
お
も
っ
た
。（
略
）

ほ
ど
な
く
復
員
し
、
戦
後
の
社
会
の
な
か
で
塵
に
ま
み
れ
て
す
ご
す
う
ち
、
思
い
立
っ
て
三
十
代
で
小
説
を
書
い
た
。（
略
）

い
わ
ば
、
二
十
二
歳
の
自
分
へ
の
手
紙
を
書
き
送
る
よ
う
に
し
て
書
い
た
。⑵

換
言
す
れ
ば
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦
に
直
面
し
て
、
国
民
の
悲
し
さ
を
目
の
当
り
に
し
た
と
き
に
、
二
度
と
そ
の
よ
う

な
状
況
を
再
現
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
、
そ
の
思
い
が
司
馬
に
作
家
と
し
て
の
歩
み
を
開
始
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
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で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
思
い
に
は
ま
た
司
馬
の
、
戦
後
の
「
昭
和
」
に
対
す
る
警
鐘
で
あ
り
祈
り
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
よ

う
。
そ
う
し
た
心
情
が
端
的
に
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
司
馬
が
一
九
八
五
（
平
成
元
）
年
、
大
阪
書
籍
の
依
頼
に
応
じ
て
小
学
生
の
教
科

書
『
小
学
国
語
６
下
』
に
書
い
た
次
の
文
章
が
あ
る
。

・「
人
間
は
、
自
分
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
き
な
存
在
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
」

・
こ
の
自
然
へ
の
す
な
お
な
態
度
こ
そ
、
二
十
一
世
紀
へ
の
希
望
で
あ
り
、
君
た
ち
へ
の
期
待
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
す
な
お
さ
を
君

た
ち
が
持
ち
、
そ
の
気
分
を
ひ
ろ
め
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
の
人
間
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
自
然
を
尊
敬
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
然
の
一
部
で
あ

る
人
間
ど
う
し
に
つ
い
て
も
、
前
世
紀
に
も
ま
し
て
尊
敬
し
合
う
よ
う
に
な
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
君

た
ち
へ
の
私
の
期
待
で
も
あ
る
。

・

君
た
ち
。
君
た
ち
は
つ
ね
に
晴
れ
あ
が
っ
た
空
の
よ
う
に
、
た
か
だ
か
と
し
た
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

同
時
に
、
ず
っ
し
り
と
た
く
ま
し
い
足
ど
り
で
、
大
地
を
ふ
み
し
め
つ
つ
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
君
た
ち
の
心
の
中
の
最
も
美
し
い
も
の
を
見
つ
づ
け
な
が
ら
、
以
上
の
こ
と
を
書
い
た
。

書
き
終
わ
っ
て
、
君
た
ち
の
未
来
が
、
真
夏
の
太
陽
の
よ
う
に
か
が
や
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。⑶

司
馬
は
こ
の
文
章
の
書
き
出
し
部
分
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
私
が
持
っ
て
い
な
く
て
、
君
た
ち
だ
け
が
持
っ
て
い
る
大
き
な
も
の
が
あ

る
。
未
来
と
い
う
も
の
で
あ
る
」。
こ
の
「
未
来
」
に
向
か
っ
て
、「
晴
れ
あ
が
っ
た
空
の
よ
う
に
、
た
か
だ
か
と
し
た
心
を
持
」
っ
て
進

ん
で
い
っ
て
、
二
十
一
世
紀
に
は
「
未
来
が
、
真
夏
の
太
陽
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
」
人
生
を
歩
ん
で
欲
し
い
、
こ
れ
が
司
馬
の
次
代
に

生
き
る
者
へ
の
切
実
な
願
い
で
あ
り
期
待
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ
』
と
題
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
司

馬
は
こ
の
小
学
生
を
読
者
に
し
た
、
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
文
章
を
し
た
た
め
る
の
に
長
篇
一
冊
を
書
く
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費

や
し
た
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
日
本
の
次
代
に
た
い
す
る
思
い
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
深
い
思
い
を
込
め
て
書
い
た
こ
の
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文
章
が
、
司
馬
の
文
藝
の
根
底
に
流
れ
る
心
情
を
良
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
司
馬
が
常
に
人
間
に
関
心
を
も
っ
て

い
る
の
は
『
梟
の
城
』
で
毒
潭
と
い
う
雲
水
に
「
人
間
が
好
き
で
な
。
人
間
を
眺
め
て
飽
か
ぬ
た
ち
ゆ
え
、
つ
い
そ
ん
な
こ
と
が
気
に
な

る
。」
と
言
わ
せ
、
主
人
公
葛
篭
重
蔵
に
対
し
て
は
、
秀
吉
殺
害
の
た
め
に
伏
見
城
に
侵
入
し
た
場
面
で

（
略
）
相
手
は
、
無
心
で
殺
戮
し
去
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
人
間
臭
い
男
で
あ
っ
た
。

て
ん
か
び
と

そ
の
人
間
臭
さ
が
、
秀
吉
と
い
う
男
を
、
天
下
人
へ
推
し
あ
げ
さ
せ
る
に
至
っ
た
魅
力
な
の
で
あ
ろ
う
。
重
蔵
は
最
初
、
眠
り
を

む
さ
ぼ
っ
て
い
た
老
爺
を
見
た
。
ど
う
み
て
も
一
介
の
老
爺
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
い
ま
思
え
ば
、
そ
れ
さ
え
も
こ
の
男
の
し
た
た

か
な
愛
嬌
で
あ
っ
た
。
叩
き
起
し
た
と
き
は
、
こ
の
男
は
狼
狽
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
寝
呆
け
た
。
す
ぐ
そ
の
あ
と
で
、
自
分
の
寝
呆

け
を
軽
妙
に
利
用
し
た
。
そ
れ
が
、
侵
入
者
に
と
っ
て
さ
え
、
次
第
に
こ
た
え
ら
れ
ぬ
魅
力
に
な
つ
て
映
っ
て
き
た
。

と
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
よ
う
。
以
後
の
司
馬
文
学
は
こ
の
よ
う
に
そ
の
時
代
を
生
き
た
個
々
の
人
間
の
姿

に
深
く
ま
な
ざ
し
を
注
ぎ
な
が
ら
そ
の
人
間
が
い
か
に
生
き
、
未
来
へ
の
可
能
性
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
か
を
書
き
続
け
て
い
っ
た
と
も

い
え
よ
う
。

そ
の
思
い
が
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
四
月
よ
り
四
年
三
ヶ
月
あ
ま
り
を
費
や
し
て
連
載
し
た
『
坂
の
上
の
雲
』
に
結
集
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
過
言
で
は
な
い
。『
坂
の
上
の
雲
』
の
六
巻
本
第
一
巻
の
「
あ
と
が
き
」⑷
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に

そ
う
し
た
司
馬
の
人
間
観
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
な
が
い
物
語
は
、
そ
の
日
本
史
上
類
の
な
い
幸
福
な
楽
天
家
た
ち
の
物
語
で
あ
る
。
や
が
て
か
れ
ら
は
日
露
戦
争
と
い
う
と

ほ
う
も
な
い
大
仕
事
に
無
我
夢
中
で
く
び
を
つ
っ
こ
ん
で
ゆ
く
。
最
終
的
に
は
、
こ
の
つ
ま
り
百
姓
国
家
が
も
っ
た
こ
っ
け
い
な
ほ

ど
に
楽
天
的
な
連
中
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
も
っ
と
も
ふ
る
い
大
国
の
一
つ
と
対
決
し
、
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
か
と
い
う

こ
と
を
書
こ
う
と
お
も
っ
て
い
る
。
楽
天
家
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
人
と
し
て
の
体
質
で
、
前
を
の
み
見
つ
め
な
が
ら
あ
る

く
。
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
坂
の
上
の
青
い
天
に
も
し
一
朶
の
白
い
雲
が
か
が
や
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
み
を
み
つ
め
て
坂
を
上
っ

司
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て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

作
品
は
「
ま
こ
と
に
小
さ
な
国
が
、
開
化
期
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。」
と
書
き
始
め
ら
れ
る
。
舞
台
は
「
ま
こ
と
に
小
さ
な
国
」

日
本
が
大
改
革
を
成
し
遂
げ
た
明
治
維
新
か
ら
は
じ
ま
る
。
登
場
す
る
青
年
た
ち
は
こ
の
新
し
い
日
本
の
出
発
に
対
し
て
純
粋
に
「
小
さ

な
国
」
が
世
界
に
比
肩
す
る
国
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
夢
み
、
そ
の
新
し
い
国
の
生
成
の
担
い
手
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
強
い
気
概
を

抱
い
て
ま
っ
す
ぐ
に
進
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
彼
ら
が
成
長
し
、
や
が
て
「
日
露
戦
争
と
い
う
と
ほ
う
も
な
い
大
仕
事
」
に
遭

遇
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
大
仕
事
」
に
従
事
し
た
一
人
ひ
と
り
は
国
の
将
来
の
為
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
懸
命
に
は
た

そ
う
と
し
て
き
た
。
郷
原
宏
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

国
の
か
た
ち
が
正
し
け
れ
ば
、
国
民
の
姿
勢
も
お
の
ず
か
ら
正
し
く
な
る
。
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
人
々
は
、
例
外
な
く
み
ん
な

美
し
い
。
秋
山
兄
弟
や
子
規
だ
け
で
は
な
い
。
児
玉
源
太
郎
も
東
郷
平
八
郎
も
、
近
代
国
家
の
自
立
と
い
う
坂
の
上
の
雲
を
見
つ
め

な
が
ら
毅
然
と
し
て
国
難
に
対
峙
す
る
。
彼
ら
は
決
し
て
天
才
で
も
な
け
れ
ば
英
雄
で
も
な
か
っ
た
。
当
時
に
あ
っ
て
は
ご
く
平
均

的
な
日
本
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
平
均
的
な
日
本
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
己
れ
の
務
め
を
果
た
し
た
と
こ
ろ
に
「
こ
の
国

の
か
た
ち
」
が
で
き
あ
が
っ
た
の
だ
。
こ
の
作
品
で
司
馬
が
い
い
た
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。⑸

司
馬
は
ヒ
ー
ロ
ー
を
描
く
こ
と
を
好
ま
な
い
。
郷
原
氏
の
述
べ
る
「
平
均
的
な
日
本
人
」
と
は
、
司
馬
が
第
一
巻
「
あ
と
が
き
」
で
、

「
か
れ
ら
は
、
天
才
と
い
う
ほ
ど
の
者
で
は
な
く
」「
こ
の
時
代
の
ご
く
平
均
的
な
一
員
と
し
て
こ
の
時
代
人
ら
し
く
ふ
る
ま
っ
た
に
す
ぎ

な
い
」
と
記
し
た
一
文
を
踏
ま
え
て
の
言
葉
で
あ
る
。
司
馬
の
描
く
人
物
像
は
、
ま
さ
に
一
人
ひ
と
り
は
「
平
均
的
な
日
本
人
」
で
あ

り
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
日
本
の
将
来
を
考
え
、
夢
の
実
現
を
期
待
し
て
「
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
己
れ
の
務
め
を
果
た
し
」、「
一
朶
の
白

い
雲
」
を
「
み
つ
め
て
坂
を
上
っ
て
ゆ
く
」、
そ
の
よ
う
な
青
春
群
像
た
ち
を
明
治
と
い
う
時
代
の
な
か
に
捕
え
、
そ
の
彼
ら
が
」
日
露

戦
争
と
い
う
と
ほ
う
も
な
い
大
仕
事
」
に
直
面
し
て
い
っ
た
姿
を
リ
ア
ル
に
捉
え
、
そ
の
意
味
を
問
い
掛
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

司
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註⑴

司
馬
遼
太
郎
「
日
本
人
の
二
十
世
紀
」「
文
芸
春
秋
」
第
七
十
二
巻
第
五
号
、『
こ
の
国
の
か
た
ち

四
』
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
四
月
、『
司

馬
遼
太
郎
が
考
え
た
こ
と
１５
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
、
所
収
、
二
七
九
頁
。

⑵

司
馬
遼
太
郎
『
こ
の
国
の
か
た
ち

一
』「
あ
と
が
き
」、
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
三
月
、
文
芸
春
秋
社
、『
司
馬
遼
太
郎
が
考
え
た
こ
と
１４
』

新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
、
所
収
、
三
四
〇
〜
三
四
一
頁
。

⑶

司
馬
遼
太
郎
『
二
十
一
世
紀
を
生
き
る
君
た
ち
へ
』
大
阪
書
籍
『
小
学
国
語
６
下
』
一
九
八
五
年
五
月
、『
司
馬
遼
太
郎
が
考
え
た
こ
と
１４
』
二

四
六
〜
二
七
九
頁
。

⑷
『
坂
の
上
の
雲
』
文
芸
春
秋
社
刊
行
六
巻
本
は
一
九
六
九
年
四
月
か
ら
一
九
七
二
年
九
月
ま
で
で
刊
行
さ
れ
た
。
現
在
六
巻
本
の
「
あ
と
が
き
」

一
〜
六
は
、
文
春
文
庫
刊
行
の
八
巻
本
の
第
八
巻
に
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
八
巻
本
所
収
の
も
の
を
用
い
た
が
、
以
下
「
あ
と

が
き
」
に
つ
い
て
の
註
は
省
く
。

⑸

郷
原
宏
「
司
馬
遼
太
郎
の
文
学
│
│
時
代
小
説
か
ら
歴
史
小
説
へ
」「
国
文
学
」
二
〇
〇
九
年
六
月
号
、
學
燈
社
、
五
五
頁
。

二

司
馬
が
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
書
い
た
と
き
、
竜
馬
関
係
の
資
料
三
千
冊
を
渉
猟
し
た
事
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
資
料
に
対
す

る
真
摯
な
態
度
と
入
念
な
調
査
に
つ
い
て
は
定
評
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
週
刊
朝
日
」
に
長
年
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
街
道
を
行

く
」
の
取
材
に
携
わ
っ
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
中
島
誠
氏
に
よ
れ
ば
、「
週
刊
朝
日
」
の
担
当
者
は
、「
司
馬
さ
ん
の
文
章
は
現

地
へ
行
く
ま
で
の
下
調
べ
で
ほ
と
ん
ど
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
し
か
も
現
地
調
査
の
綿
密
さ
は
新
聞
記
者
上
が
り
の
司
馬
さ
ん
だ
か
ら
と

い
う
よ
り
も
、
下
調
べ
が
一
つ
一
つ
実
証
さ
れ
る
見
事
さ
に
感
動
し
た
」
と
追
憶
し
て
い
た
と
触
れ
て
い
る
⑴
。
或
は
『
竜
馬
が
ゆ
く
』

執
筆
に
際
し
て
の
裏
話
で
あ
る
。
彼
が
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
の
た
め
に
集
め
た
資
料
は
お
よ
そ
三
千
冊
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
膨
大
な
数
の
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
一
冊
一
冊
を
丹
念
に
読
ん
で
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
し
か

司
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し
、
そ
の
目
的
が
所
謂
歴
史
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
彼
は
か
つ
て
「
私
は

資
料
を
読
ん
で
読
ん
で
読
み
尽
く
し
て
、
そ
の
後
に
一
滴
、
二
滴
出
る
透
明
な
滴
を
書
く
」
の
だ
⑵
、
と
言
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
資

料
を
徹
底
的
に
調
べ
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
「
透
明
な
滴
」、
即
ち
〈
真
実
〉
に
ま
な
ざ
し
を
注
い
で
小
説
を
書
い
て
い
く

と
い
う
姿
勢
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
は
『
後
の
新
片
町
よ
り
』
で
「
物
を
書
く
こ
と
は
よ
く
物
を
観
る
こ
と
だ
。（
中
略
）

物
は
観
え
さ
へ
す
れ
ば
書
け
る
」
と
述
べ
た
⑶
。
藤
村
の
こ
と
ば
に
従
っ
て
言
う
な
ら
、
膨
大
な
資
料
を
丹
念
に
あ
た
り
、
ま
さ
に
「
よ

く
物
を
観
」、
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
を
描
く
こ
と
で
、
事
実
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
で
個
性
豊
か
な
奥
行
き
の
深
い
世
界
を
展

開
し
、
そ
こ
に
人
間
的
真
実
世
界
が
見
据
え
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
に
充
ち
た
作
品
が
仕
上
が
っ
て
い
く
、
こ
れ
が
司
馬
文
学
の
魅
力
の
源

泉
で
あ
る
と
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

『
坂
の
上
の
雲
』
で
司
馬
が
収
集
し
た
資
料
も
ま
た
膨
大
な
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
四
国
松
山
の
下
級
武
士
正
岡
家
、
秋

山
家
の
歴
史
か
ら
、
子
規
と
秋
山
兄
弟
の
運
命
、
そ
し
て
日
露
戦
争
関
係
へ
、
更
に
そ
れ
は
戦
争
の
歴
史
的
意
味
を
探
る
と
こ
ろ
か
ら
、

戦
術
、
関
わ
っ
た
人
物
一
人
ひ
と
り
の
資
料
、
或
は
ロ
シ
ア
の
側
か
ら
の
同
様
の
調
査
等
々
、
実
に
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
を

司
馬
は
第
六
巻
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
、
執
筆
時
間
が
四
年
と
三
カ
月
か
か
っ
た
。
書
き
終
え
た
日
の
数
日
前
に
私
は
満
四
十
九
歳
に
な
っ
た
。
執
筆
期
間

以
前
の
準
備
時
間
が
五
年
ほ
ど
あ
っ
た
か
ら
、
私
の
四
十
代
は
こ
の
作
品
の
世
界
を
調
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
で
消
え
て
し
ま

っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
書
き
お
え
た
と
き
に
、
元
来
感
傷
を
軽
蔑
す
る
習
慣
を
自
分
に
課
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
り
な
が
ら
、
夜
中

の
数
時
間
ぼ
う
然
と
し
て
し
ま
っ
た
。

別
な
箇
所
で
は
「
こ
の
十
年
間
、
な
る
べ
く
人
に
会
わ
な
い
生
活
を
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
執
筆
に
入
る
前
の
五
年
あ
ま
り
の
時
間

か
ら
、
執
筆
期
間
の
四
年
三
ヶ
月
、
ま
さ
に
『
坂
の
上
の
雲
』
に
没
入
し
た
十
年
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
は
無

数
の
困
難
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
明
治
三
十
年
代
の
ロ
シ
ア
の
こ
と
や
日
本
の
陸
海
軍
の
こ
と
を
調
べ
る
と
い
う
作
業
」
で
あ
り
、

司
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そ
の
た
め
に
必
要
な
ロ
シ
ア
語
で
あ
っ
た
と
も
回
想
し
て
い
る
。「
辞
書
が
や
っ
と
引
け
る
程
度
」
で
し
か
な
か
っ
た
心
も
と
な
い
ロ
シ

ア
語
力
で
あ
っ
た
が
苦
心
し
な
が
ら
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
入
念
な
調
査
の
中
で
日
露
戦
争
参
謀
本
部
が
編
纂
し
た
『
明
治
三
十
七
八
年

日
露
戦
史
』
全
十
巻
が
い
か
に
価
値
の
薄
い
も
の
で
あ
る
か
も
も
わ
か
っ
た
と
触
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
丹
念
な
資
料
検
証
も
行
い
つ
つ

綿
密
な
執
筆
準
備
を
行
っ
て
膨
大
な
作
品
世
界
を
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
時
「
こ
の
作
品
の
取
材
方
法
に
つ
い
て
だ
が
、
あ
れ
は

ぜ
ん
ぶ
ご
自
分
で
お
調
べ
に
な
る
の
で
す
か
」
と
問
わ
れ
て
唖
然
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
振
り
返
り
、「
小
説
の
取
材
ば
か
り
は
自
分

一
人
で
や
る
し
か
な
く
、（
略
）
こ
れ
以
外
に
自
分
が
書
こ
う
と
す
る
世
界
に
入
り
こ
め
る
方
法
」
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
資
料
検

証
に
こ
だ
わ
り
綿
密
な
調
査
を
行
っ
て
か
ら
執
筆
を
し
て
い
く
司
馬
の
方
法
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
本
音
が
示
さ
れ
た
言
葉
で
も
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
う
し
た
資
料
へ
の
態
度
を
語
っ
た
後
で
「
小
説
と
は
要
す
る
に
人
間
と
人
生
に
つ
き
」
る
、「
そ
れ
以
外
の
文
学
理
論
は
私
に
は

な
い
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
司
馬
の
歴
史
小
説
が
歴
史
的
事
実
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
人
間
」
を

見
据
え
、〈
人
間
の
真
実
〉
を
書
く
こ
と
に
最
も
力
点
を
置
い
て
き
た
そ
の
方
法
を
示
し
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
可
能
な
限
り
の
資

料
に
重
層
的
に
当
た
っ
て
い
く
こ
と
で
「
そ
の
後
に
一
滴
、
二
滴
出
る
透
明
な
滴
」、〈
真
実
〉
を
書
こ
う
と
い
う
司
馬
の
姿
勢
が
窺
え
る

と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。

司
馬
の
歴
史
小
説
の
方
法
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
「
鳥
瞰
」
の
方
法
で
あ
る
。
司
馬
は
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
に
あ
ら
わ

し
た
「
私
の
小
説
作
法
」⑷
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ビ
ル
か
ら
、
下
を
な
が
め
て
い
る
。
平
素
、
住
み
な
れ
た
町
で
も
ま
る
で
ち
が
っ
た
地
理
風
景
に
み
え
、
そ
の
中
を
小
さ
な
車

が
、
小
さ
な
人
が
通
っ
て
ゆ
く
。

そ
ん
な
視
点
の
物
理
的
高
さ
を
、
私
は
こ
の
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
一
人
の
人
間
を
み
る
と
き
、
私
は
階
段
を
の
ぼ
っ
て
行
っ
て

屋
上
へ
出
、
そ
の
上
か
ら
あ
ら
た
め
て
の
ぞ
き
こ
ん
で
そ
の
人
を
見
る
。
お
な
じ
水
平
面
で
そ
の
人
を
見
る
よ
り
、
別
な
お
も
し
ろ

さ
が
あ
る
。

司
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も
っ
た
い
ぶ
っ
た
い
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
要
す
る
に
「
完
結
し
た
人
生
」
を
み
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と

だ
。

（
中
略
）

あ
る
人
間
が
死
ぬ
。
時
間
が
た
つ
。
時
間
が
た
て
ば
た
つ
ほ
ど
、
高
い
視
点
か
ら
そ
の
人
物
と
人
生
を
鳥
瞰
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
を
書
く
お
も
し
ろ
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

こ
の
司
馬
の
言
葉
を
引
用
し
て
松
本
健
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

司
馬
が
こ
こ
で
使
っ
て
い
る
「
鳥
瞰
」
と
は
、
た
ん
に
鳥
が
高
い
空
か
ら
地
上
を
見
下
ろ
す
、
空
間
的
な
視
座
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
時
間
的
な
意
味
も
も
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
人
の
人
間
を
ま
る
ご
と
捉
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
人
間
の
隣
に
だ
れ
が
い
た
か
、
ど
こ
で
だ
れ
と
話

し
、
ど
ち
ら
の
方
角
に
む
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
歩
い
て
い
っ
た
か
。
か
れ
が
通
っ
て
ゆ
く
ま
え
と
あ
と
に
、
そ
の
地

点
を
歩
い
て
い
っ
た
の
は
だ
れ
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
す
べ
て
見
渡
せ
る
。
│
│

そ
れ
が
「
鳥
瞰
」
と
い
う
方
法
だ
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
司
馬
は
「
そ
の
人
物
と
人
生
」
の
す
べ
て
を
見
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
一
人
の
人
間
の
位
地
を
歴

史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
歴
史
小
説
を
書
く
「
お
も
し
ろ
さ
」
だ
、
と
も
。⑸

松
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
鳥
瞰
」
の
方
法
と
は
文
字
の
意
味
通
り
の
「
高
い
空
か
ら
地
上
を
見
下
ろ
す
」
こ
と
を
指
す
の
で
は
な

く
、
様
々
な
資
料
を
駆
使
し
て
そ
の
歴
史
的
場
面
や
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
を
様
々
な
角
度
か
ら
眺
め
描
く
こ
と
で
あ
る
。
郷
原
宏
氏
が

先
に
取
り
上
げ
た
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
の
資
料
三
千
冊
に
触
れ
て
、「
こ
の
三
千
冊
を
積
み
上
げ
た
高
さ
が
、
す
な
わ
ち
司
馬
が
下
界
の
交

差
点
を
見
下
ろ
す
ビ
ル
の
高
さ
な
の
だ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
的
確
な
喩
え
で
あ
る
が
⑹
、
ま
さ
に
司
馬
の
徹
底
し
た
資
料
へ
の
こ
だ

わ
り
が
よ
り
明
確
に
「
鳥
瞰
」
の
方
法
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
「
鳥
瞰
」
の
方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

司
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て
、
事
実
検
証
を
求
め
る
の
で
は
な
く
「
そ
の
人
物
と
人
生
」
の
す
べ
て
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
と
い
う
の
は
松
本

氏
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
る
。
司
馬
が
こ
の
方
法
を
「
毎
日
新
聞
」
に
書
い
た
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
は
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
執
筆
の

さ
な
か
で
あ
り
、
司
馬
の
描
く
坂
本
竜
馬
像
も
司
馬
の
膨
大
な
資
料
検
証
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
人
間
的
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
図

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。『
坂
の
上
の
雲
』
の
登
場
人
物
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
に
「
鳥
瞰
」
の
手
法
に
よ
っ
て
、「
事
実
」
か

ら
解
き
放
た
れ
て
「
真
実
」
へ
の
問
い
掛
け
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。

註⑴

中
島
誠
『
司
馬
遼
太
郎
と
丸
山
真
男
』
現
代
書
館
、
一
九
九
八
年
二
月
、
四
七
頁
。

⑵

有
吉
信
人
「
司
馬
遼
太
郎
の
勉
強
法
」「
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
」
一
九
九
七
年
三
月
号
臨
時
増
刊
、
一
〇
六
頁
。
有
吉
氏
は
こ
の
こ
と
を
井
上
ひ
さ
し

が
司
馬
か
ら
聞
い
た
言
葉
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

⑶

島
崎
藤
村
「
観
る
こ
と
と
書
く
こ
と
」（『
後
の
新
片
町
よ
り
』）
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
。『
藤
村
全
集
』
第
六
巻
（
昭
和
四
十
二
年
、
筑

摩
書
房
）
所
収
。

⑷

司
馬
遼
太
郎
「
私
の
小
説
作
法
」
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
七
月
（『
司
馬
遼
太
郎
が
考
え
た
こ
と
』
２
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
、

所
収
、
三
六
八
頁
）。

⑸

松
本
健
一
「
歴
史
は
文
学
の
華
な
り
、
と
」『
司
馬
遼
太
郎
の
跫
音
』「
中
央
公
論
」
一
九
九
六
年
九
月
号
臨
時
増
刊
（
松
本
健
一
『
司
馬
遼
太
郎

歴
史
は
文
学
の
華
な
り
、
と
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
六
年
一
一
月
、
所
収
、
五
二
〜
五
三
頁
）。

⑹

郷
原
宏
、
前
掲
書
、
五
四
頁
。

三

『
坂
の
上
の
雲
』
は
「
十
七
夜
」
で
正
岡
子
規
の
死
を
描
い
て
い
る
。
子
規
が
亡
く
な
く
な
っ
た
の
は
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年

司
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九
月
十
九
日
で
あ
る
が
、
作
中
で
は
子
規
の
弟
子
高
浜
虚
子
の
言
葉
と
し
て
、

右
手
が
竹
垣
だ
が
、
左
手
は
加
賀
屋
敷
の
黒
板
塀
が
つ
づ
い
て
い
る
。
月
の
光
は
、
そ
の
板
塀
い
っ
ぱ
い
に
あ
た
っ
て
い
て
、
そ

の
板
塀
だ
け
を
み
て
い
る
と
、
夜
と
お
も
え
ぬ
ほ
ど
に
あ
か
る
か
っ
た
。

そ
の
板
塀
の
あ
か
る
さ
の
な
か
を
、
何
物
か
が
動
い
て
流
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
気
が
、
一
瞬
し
た
。
子
規
居
士
の
霊
だ
と
、
虚
子
は

お
も
っ
た
。
霊
が
い
ま
空
中
へ
の
ぼ
り
つ
つ
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
記
し
、
そ
の
虚
子
に
子
規
の
亡
骸
に
向
か
っ
て
「
あ
な
た
が
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
の
を
、
い
ま
あ
し
は
み
た
ぞ
な
」
と
語
ら
せ
て
い
る
。
更

に
作
品
は
次
節
「
権
兵
衛
の
こ
と
」
の
冒
頭
で
子
規
の
死
後
「
こ
の
小
説
を
ど
う
書
こ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
だ
悩
ん
で
い
る
。」
と

書
い
て
い
る
。
子
規
が
亡
く
な
っ
て
、
今
後
の
小
説
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
決
め
か
ね
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る

が
、
一
方
で
子
規
の
死
を
「
霊
が
い
ま
空
中
へ
の
ぼ
り
つ
つ
あ
る
」「
あ
な
た
が
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
の
を
、
い
ま
あ
し
は
み
た
」
と
い
う
表

現
は
、
先
に
引
用
し
た
第
一
巻
「
あ
と
が
き
」
の
中
の

楽
天
家
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
人
と
し
て
の
体
質
で
、
前
を
の
み
見
つ
め
な
が
ら
あ
る
く
。
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
坂
の
上
の
青
い
天

に
も
し
一
朶
の
白
い
雲
が
か
が
や
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
み
を
み
つ
め
て
坂
を
上
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

と
書
い
た
司
馬
の
求
め
る
明
治
の
群
像
達
の
像
と
重
な
る
。
即
ち
、
作
品
は
ま
ず
子
規
や
秋
山
兄
弟
を
通
し
て
の
明
治
の
青
春
群
像
を
描

く
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
書
き
、
子
規
の
死
の
次
節
の
見
出
し
「
権
兵
衛
の
こ
と
」
が
日
露
戦
争
に
欠
か
せ
な
い
人
物
山
本
権
兵
衛
を
指

し
て
い
る
よ
う
に
舞
台
は
一
転
し
て
日
露
戦
争
を
中
心
に
展
開
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
権
兵
衛
の

こ
と
」
で
は
冒
頭
部
分
を
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

子
規
は
死
ん
だ
。

好
古
と
真
之
は
、
や
が
て
は
日
露
戦
争
の
な
か
に
入
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

で
き
る
こ
と
な
ら
か
れ
ら
を
た
え
ず
軸
に
し
な
が
ら
日
露
戦
争
そ
の
も
の
を
え
が
い
て
ゆ
き
た
い
が
、
し
か
し
対
象
は
漠
然
と
し

司
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て
大
き
く
、
そ
う
い
う
も
の
を
充
分
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
小
説
と
い
う
も
の
は
便
利
な
も
の
で
は
な
い
。

即
ち
、
正
岡
子
規
、
秋
山
兄
弟
を
中
心
に
し
た
明
治
の
青
春
群
像
を
描
く
こ
と
を
前
半
の
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
、
今
後
は
日
露
戦
争
中

心
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
が
、「
十
七
夜
」
か
ら
「
権
兵
衛
の
こ
と
」
で
の
語
り
手
で
あ
る
作
者
の
言
葉
は
、
そ
の
日

露
戦
争
を
描
く
こ
と
の
大
変
さ
を
噛
み
し
め
て
い
る
様
子
と
、
前
半
部
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
秋
山
兄
弟
、
換
言
す
れ
ば
、
明
る
く
日
本

の
未
来
に
期
待
し
て
坂
の
上
の
雲
を
目
指
し
て
き
た
明
治
の
群
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
核
に
し
て
、
こ
の
困
難
な
テ
ー
マ
日
露
戦
争
を
独
自
の

視
点
で
描
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
司
馬
の
思
い
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
前
半
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
司
馬
は
第
一
巻
「
あ
と
が
き
」
に
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

子
規
に
つ
い
て
、
ふ
る
く
か
ら
関
心
が
あ
っ
た
。

あ
る
年
の
夏
、
か
れ
が
う
ま
れ
た
伊
予
松
山
の
か
つ
て
の
士
族
町
を
あ
る
い
て
い
た
と
き
、
子
規
と
秋
山
真
之
が
小
学
校
か
ら
大

学
予
備
門
ま
で
同
じ
コ
ー
ス
を
歩
い
た
仲
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
た
だ
子
規
好
き
の
あ
ま
り
し
ら
べ
て
み
る
気
に
な
っ
た
。

小
説
に
か
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。

『
坂
の
上
の
雲
』
を
論
じ
る
と
き
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
司
馬
が
当
初
正
岡
子
規
に
の
み
に

関
心
を
抱
い
て
松
山
へ
行
き
、
子
規
関
係
の
資
料
を
尋
ね
も
と
め
て
い
る
う
ち
に
子
規
の
同
級
生
秋
山
真
之
に
行
き
合
わ
せ
、
真
之
の
兄

好
古
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
よ
く
わ
か
る
文
章
で
あ
る
。
そ
の
子
規
へ
の
司
馬
の
関
心
の
有
り
様
を
示
し
た
の
が
、
矢
張
り
六
巻

本
の
第
五
巻
あ
と
が
き
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

少
年
の
こ
ろ
の
私
は
子
規
と
蘆
花
に
よ
っ
て
明
治
を
遠
望
し
た
。
蘆
花
に
よ
っ
て
知
っ
た
明
治
の
暗
さ
に
ひ
き
か
え
、
金
銭
に
も

健
康
に
も
め
ぐ
ま
れ
ず
、
癌
と
お
な
じ
く
死
病
と
さ
れ
た
結
核
を
わ
ず
ら
い
、
独
身
の
ま
ま
で
死
ん
だ
子
規
の
明
治
と
い
う
も
の
が

底
ぬ
け
に
あ
か
る
か
っ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
子
規
は
少
年
期
が
終
わ
る
こ
ろ
、
ゆ
く
す
え
は
太
政
大
臣
に
な
ろ
う
と

お
も
っ
て
上
京
し
、
大
学
予
備
門
に
入
っ
た
。
し
か
し
在
学
中
に
西
洋
哲
学
の
お
も
し
ろ
さ
に
と
り
つ
か
れ
た
。
明
治
十
年
代
と
い

司
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う
の
は
大
学
で
哲
学
な
ら
哲
学
を
専
攻
す
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
哲
学
の
草
分
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
子
規
は
そ
う

い
う
歴
史
時
代
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
か
れ
は
自
分
を
も
っ
て
西
洋
哲
学
の
源
流
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
。
秩
序
が
確
立
さ

れ
た
時
代
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
「
寄
生
木
」
の
小
笠
原
善
平
が
士
官
学
校
に
入
っ
た
時
代
な
ら
、
子
規
と
は
ほ
ん
の
十
数
年
遅
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
す
で
に
歴
史
は
す
ぎ
て
い
た
。
も
し
小
笠
原
善
平
の
世
代
の
人
間
が
そ
う
お
も
え
ば
誇
大
妄
想

と
し
て
嗤
わ
れ
る
だ
け
の
も
の
が
、
子
規
の
青
春
期
の
環
境
で
は
そ
う
お
も
う
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
自
然
だ
っ
た
。
た
だ
子
規
の

同
級
生
に
、
子
規
が
み
て
と
て
も
及
ば
な
い
と
い
う
哲
学
青
年
が
い
た
た
め
に
、「
あ
し
は
か
れ
に
は
と
て
も
及
ば
な
い
。
か
れ
の

後
塵
を
拝
す
る
こ
と
が
わ
か
り
き
っ
て
い
る
か
ら
哲
学
を
や
め
よ
う
」
と
お
も
い
な
お
し
、
国
文
学
科
を
え
ら
び
、
の
ち
日
本
の
短

詩
型
の
変
革
を
志
し
、
の
ち
の
系
譜
の
源
流
を
な
し
た
。

子
規
の
あ
か
る
さ
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

金
銭
に
も
健
康
に
も
恵
ま
れ
ず
「
独
身
の
ま
ま
で
死
ん
だ
子
規
の
明
治
と
い
う
も
の
が
底
ぬ
け
に
あ
か
る
か
っ
た
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。」
と
い
う
問
い
か
け
と
そ
の
理
由
を
分
析
し
た
文
章
は
、
司
馬
が
子
規
に
関
心
を
抱
い
た
動
機
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
野
心
家
で
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
子
規
理
解
が
、
ま
ず
子
規
を
中
心
に
『
坂
の
上
の
雲
』
を
書
き
始
め
さ
せ
た
き
っ
か
け
に
な

っ
た
と
も
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
子
規
へ
の
認
識
が
作
品
執
筆
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
さ
せ

る
も
の
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
第
一
巻
あ
と
が
き
に
あ
る
「
日
本
史
上
類
の
な
い
幸
福
な
楽
天
家
た
ち
の
物
語
」
を
書
く
と
い
う
作
者

の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
司
馬
は
子
規
の
「
楽
天
家
」
の
面
を
こ
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。

明
治
と
い
う
こ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
時
代
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
資
質
を
も
っ
て
い
た
の
は
子
規
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
略
）
こ
の
子
規
の
気
分
が
子
規
だ
け
で
な
く
明
治
三
十
年
代
ま
で
つ
づ
く
こ
の
時
代
の
気
分
で
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
気
分
は

好
古
に
も
真
之
に
も
通
い
あ
い
、
調
べ
て
い
て
と
き
に
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
錯
覚
す
る
瞬
間
が
あ
る
。
時
代
の
ふ
し
ぎ
さ
と
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
。（
第
五
巻
「
あ
と
が
き
」）

司
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子
規
が
亡
く
な
っ
た
の
が
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
の
が
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
、
こ
こ
で
司
馬

が
指
す
「
明
治
三
十
年
代
ま
で
つ
づ
く
こ
の
時
代
の
気
分
」
と
は
子
規
の
生
き
た
時
代
で
あ
り
、
日
露
戦
争
に
突
入
す
る
ま
で
の
日
本
を

指
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
司
馬
が
日
露
戦
争
を
、
子
規
と
と
も
に
過
ご
し
た
秋
山
兄
弟
を
「
た
え
ず
軸
に
し
な
が

ら
」
描
い
て
ゆ
き
た
い
と
し
た
心
情
は
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
島
田
謹
二
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
物
語
は
「
坂
の
上
」
に
う
か
ん
だ
「
雲
」
を
目
指
し
て
か
、
雲
に
ひ
か
れ
て
か
、
登
っ
て
ゆ
く
若
者
た
ち
の
群
像
を
中
心
に

す
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
明
治
」
と
い
う
世
界
史
上
ユ
ニ
ッ
ク
な
時
代
を
背
景
に
し
た
日
本
の
青
春
像
で
あ
る
。
そ
の
若
者
の
兄

弟
は
、
時
代
の
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
、
環
境
の
要
請
か
ら
陸
海
の
軍
人
に
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長

を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
か
し
ぬ
い
て
ゆ
く
。（
中
略
）

大
き
く
わ
け
れ
ば
、
全
六
巻
の
う
ち
第
二
巻
の
ほ
ぼ
真
中
に
位
す
る
「
十
七
夜
」（
文
庫
本
第
三
巻
）
あ
た
り
ま
で
が
前
半
部
に

な
る
。
見
方
に
よ
る
と
、
そ
こ
ま
で
が
序
曲
で
あ
る
。
書
き
出
し
は
、
み
ご
と
で
あ
る
。
瀬
戸
内
に
沿
う
松
山
の
季
節
と
風
俗
と
生

活
と
家
庭
の
し
つ
け
が
好
も
し
い
筆
で
語
り
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
秋
山
兄
弟
の
や
や
順
調
な
生
い
立
ち
と
、
短
詩
型
の

革
新
に
打
ち
こ
ん
だ
の
ち
の
正
岡
子
規
の
病
と
闘
い
つ
つ
、
生
命
を
す
り
へ
ら
し
な
が
ら
、
独
自
の
文
学
を
残
し
て
ゆ
く
労
苦
と

は
、
こ
と
ご
と
に
対
照
に
な
っ
て
い
る
。⑴

島
田
氏
は
「
十
七
夜
」
ま
で
の
子
規
た
ち
を
中
心
に
し
た
「
明
治
」
の
青
春
群
像
を
描
い
た
部
分
を
作
品
の
「
序
曲
」
と
と
ら
え
て
い

る
。
即
ち
そ
の
「
序
曲
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
方
向
に
お
い
て
作
品
全
体
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
作
品
把
握
の
立
場
を
示
し
て
い
る

と
も
言
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
注
目
し
た
い
指
摘
で
あ
る
。
即
ち
、『
坂
の
上
の
雲
』
は
、「
坂
の
上
」
に
う
か
ん
だ
「
雲
」
を
目
指
し
て

進
ん
で
い
っ
た
「
明
治
」
の
青
春
群
像
た
ち
に
み
よ
う
と
し
た
「
あ
か
る
さ
」
と
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
で
ま
ず
舞
台
を
つ
く
り
、
そ
の

独
自
の
時
代
視
点
に
立
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
そ
の
対
極
と
も
言
え
る
日
本
が
国
を
あ
げ
て
死
闘
し
て
い
っ
た
日
露
戦
争
を
描
い
て

い
る
と
い
う
と
ら
え
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き
、『
坂
の
上
の
雲
』
の
主
題
を
と
ら
え
て
い
く
上
で
も
重
要
な
指
摘
に
も
な
る
も
の
で
あ

司
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る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
柳
澤
五
郎
氏
が
『
司
馬
遼
太
郎
事
典
』
で
、
子
規
と
秋
山
兄
弟
を
指
し
て
「
司
馬
が
こ
の
三
人
を
通
し
て
本

当
に
描
き
た
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
三
人
は
主
題
の
引
立
て
役
に
す
ぎ
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
こ

と
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
⑵
。
た
だ
し
秋
山
兄
弟
は
子
規
の
死
後
日
露
戦
争
の
た
だ
中
に
入
っ
て
い
く
の
で
多
少
立
場
は
異
な
る

が
、
柳
澤
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
前
半
部
で
と
ら
え
た
青
春
群
像
た
ち
の
「
あ
か
る
さ
」
と
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
を
作
品
全
体

の
「
引
き
立
て
役
」
と
し
て
用
意
し
た
上
で
、
作
品
は
ま
ず
〈
明
治
と
い
う
「
時
代
」〉
を
描
き
、
そ
し
て
そ
の
中
に
日
露
戦
争
を
と
ら

え
よ
う
と
し
た
と
い
う
見
方
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

司
馬
が
そ
の
よ
う
な
「
あ
か
る
さ
」
と
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
を
「
引
き
立
て
役
」
に
し
た
向
日
性
の
強
い
状
況
設
定
に
お
い
て
「
明

治
」
と
「
日
露
戦
争
」
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
が
、
一
で
取
り
上
げ
た
『
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
君
た
ち
へ
』
に
示
さ
れ
た
、
日
本
の
将

来
と
こ
れ
か
ら
未
来
を
生
き
る
若
者
達
に
対
す
る
強
い
期
待
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
こ
の
作
品
に
託
し
た
司
馬
の
思
い
に
つ

い
て
、
こ
の
『
坂
の
上
の
雲
』
が
執
筆
開
始
さ
れ
た
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）
年
前
後
の
時
代
状
況
と
の
関
連
か
ら
最
近
指
摘
さ
れ
る

こ
と
が
増
え
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
内
田
樹
氏
の
次
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。⑶

『
坂
の
上
の
雲
』
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
六
八
年
か
ら
七
二
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
と
に
関
川
夏
央
が
『「
坂
の
上
の
雲
」

と
日
本
人
』（
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
で
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
年
号
は
、
日
本
全
土
で
学
園
紛
争
が
吹
き
荒
れ
、
さ
ら

に
爆
弾
テ
ロ
や
連
合
赤
軍
事
件
に
向
か
う
時
期
に
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
。
な
ぜ
こ
の
時
期
に
、
司
馬
遼
太
郎
が
「
若
く
健
康
な
日

本
」
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
た
の
か
、
そ
れ
は
大
学
か
ら
街
頭
に
あ
ふ
れ
出
る
デ
モ
隊
の
「
大
群
衆
」
の
中
に
、「
異
胎
」
の
鼓
動

を
聴
き
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
異
胎
」
は
敗
戦
と
と
も
に
消
え
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
国
民
の
心
性
の
う
ち
に
深
く
根

づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
司
遼
太
郎
は
敗
戦
後
二
十
年
経
っ
た
と
き
に
直
感
し
た
の
で
あ
る
。
関
川
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
彼
が
、
終
戦
か
ら
二
十
年
近
く
た
っ
た
高
度
成
長
と
い
う
日
本
の
輝
か
し
い
時
期
に
こ
う
い
う
物
語
を
発
想
し
た
こ
と
、
そ
し
て

一
九
六
八
年
と
い
う
反
体
制
色
に
満
ち
た
猛
々
し
い
印
象
の
時
代
に
実
際
に
書
き
始
め
、
筆
を
置
い
た
の
が
青
年
層
の
反
体
制
的
心

司
馬
遼
太
郎
文
藝
の
方
法
│
『
坂
の
上
の
雲
』
論

三
三



情
が
急
激
に
萎
縮
し
た
七
二
年
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
と
て
も
興
味
深
い
こ
と
で
す
。」（『「
坂
の
上
の
雲
」
と
日
本
人
』
文
春
文
庫
、

１１
頁
）

一
九
六
八
年
に
、
司
馬
遼
太
郎
は
「
こ
う
い
う
物
語
」
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
、
司
馬
遼
太
郎
が
「
こ
れ
を

守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
な
ら
死
ん
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
に
」
戦
後
日
本
を
愛
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
期
と
敗
戦

後
に
登
場
し
た
二
種
類
の
「
本
然
の
日
本
」
を
架
橋
し
て
繋
げ
、
そ
の
二
つ
に
挟
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
異
胎
」
の
破
壊
的
な

影
響
力
を
減
殺
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
司
馬
遼
太
郎
の
戦
略
的
意
図
で
あ
っ
た
と
い
う
関
川
夏
央
の
見
た
て
に
、
私
も
同
意
の
一
票
を

投
じ
た
い
。

関
川
夏
央
氏
の
論
を
引
用
し
て
の
内
田
氏
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
司
馬
の
執
筆
意
図
を
『
坂
の
上
の
雲
』
が
執
筆
さ
れ
た
一
九

七
〇
年
前
後
の
時
代
状
況
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
視
点
と
し
て
は
成
田
龍
一
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
う
近
代
日
本
が
直
面
し
た
試
練
に
焦
点
を
当
て
た
『
坂
の
上
の
雲
』
で
は
、
秋
山
好
古
、
真
之
兄

弟
が
陸
軍
と
海
軍
で
役
割
を
分
担
し
、
乗
り
越
え
た
姿
を
描
い
た
。
高
度
経
済
成
長
の
ゆ
が
み
が
見
え
て
き
た
７
０
年
前
後
に
書
か

れ
、
日
本
の
困
難
に
は
、
様
々
な
組
織
が
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
。
作
品
ご
と
に
、
同
時
代
が
抱

え
る
問
題
を
次
々
に
展
開
し
た
の
だ
。⑷

一
九
七
〇
年
前
後
は
ま
さ
に
日
本
が
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
た
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
急
速
に
進
展
し
て
き
た
高
度
経
済
成
長
に
歪
み

が
見
え
始
め
、
そ
れ
に
伴
っ
た
形
で
「
反
対
体
制
色
に
満
ち
た
猛
々
し
い
印
象
の
時
代
」
に
陥
り
、
将
来
に
不
安
を
抱
く
若
者
た
ち
の
怒

り
が
各
地
で
学
園
紛
争
を
引
き
起
こ
し
、
過
激
な
破
壊
行
動
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
も
い
っ
た
。
関
川
、
成
田
氏
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う

に
そ
う
し
た
時
代
と
若
者
の
未
来
に
対
し
て
危
惧
を
抱
い
た
司
馬
が
、
か
つ
て
日
本
が
最
も
困
難
な
時
代
に
遭
遇
し
た
日
露
戦
争
を
取
り

上
げ
、
今
日
の
若
者
の
よ
う
に
時
代
を
安
易
に
批
判
し
破
壊
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
将
来
を
信
じ
気
概
を
持
っ
て
懸
命
に

戦
っ
て
き
た
時
代
と
時
代
人
の
向
日
性
に
満
ち
た
有
り
様
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
混
沌
の
な
か
に
さ
迷
う
姿
に
対
し
て
、
警
鐘
を

司
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発
し
期
待
と
希
望
を
伝
え
よ
う
と
し
て
書
い
た
の
が
『
坂
の
上
の
雲
』
で
あ
る
と
い
う
事
を
、
日
本
を
愛
し
人
間
愛
を
貫
く
司
馬
の
心
情

に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

註⑴

島
田
謹
二
『
坂
の
上
の
雲
』『
群
像
日
本
の
作
家
「
司
馬
遼
太
郎
」』
一
九
九
八
年
七
月
、
小
学
館
、
二
二
四
〜
二
二
五
頁
。

⑵

柳
澤
五
郎
『
坂
の
上
の
雲
』『
司
馬
遼
太
郎
事
典
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
八
〇
頁
。

⑶

内
田
樹
「
司
馬
遼
太
郎
が
国
民
作
家
で
あ
る
理
由
」『
２１
世
紀
「
坂
の
上
の
雲
」
読
本
』、
洋
泉
社
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
一
二
五
頁
。

⑷

成
田
龍
一
「「
戦
後
」
考
え
る
手
が
か
り
」「
読
売
新
聞
」
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
日
「
月
刊
デ
ィ
ベ
ー
ト
「
ど
う
読
む
司
馬
史
観
」」。

四

『
坂
の
上
の
雲
』
に
描
か
れ
た
日
露
戦
争
の
描
写
が
事
実
と
異
な
る
と
い
う
点
が
最
近
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
司
馬

い
く
さ

が
作
中
乃
木
希
典
を
こ
と
さ
ら
に
戦
ベ
タ
に
描
い
て
い
る
が
、
し
か
し
乃
木
の
戦
術
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
特
に
旅
順
攻
防
戦

の
実
際
を
詳
細
に
分
析
し
な
が
ら
、
近
代
的
要
塞
を
攻
略
す
る
方
法
と
し
て
は
む
し
ろ
乃
木
の
戦
術
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
福
井
雄
三
氏
⑴
、
日
本
海
海
戦
の
ロ
シ
ア
艦
隊
の
進
路
の
判
断
に
対
し
て
、
東
郷
司
令
長
官
の
指
揮
に
対
し
て
〈
不
動
説
〉
を
と

っ
て
書
い
た
と
こ
ろ
は
事
実
と
異
な
る
、
実
際
の
乃
木
は
ロ
シ
ア
艦
隊
が
対
馬
海
峡
で
は
な
く
津
軽
海
峡
を
通
過
す
る
と
い
う
判
断
に
切

り
替
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
指
摘
し
た
半
藤
一
利
氏
⑵
等
で
あ
る
。
こ
う
し
た
福
井
氏
や
半
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
点
を
詳
細

に
検
証
し
て
い
け
ば
恐
ら
く
日
露
戦
争
そ
の
も
の
の
実
態
は
よ
り
リ
ア
ル
に
把
握
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
事
実
と
作

品
描
写
の
距
離
を
図
り
な
が
ら
作
者
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
も
研
究
の
方
法
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
事
実
と
の
関
係
に
於
い
て
読
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
作
者
自
身
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
、
作
品
執
筆
に
対
す
る
彼
の
あ

司
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ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
た
膨
大
な
資
料
調
査
の
仕
方
か
ら
考
え
て
も
了
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
そ
う
し
た
歴
史
上
の
事
実

と
異
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
に
対
し
て
は
ま
っ
た
く
恐
れ
ず
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
一
貫
し
て
求
め
て
い
っ
た
「
人
間
」
を
描
く

と
い
う
視
点
に
お
い
て
、
秋
山
兄
弟
に
は
じ
ま
り
、
乃
木
を
描
き
、
東
郷
を
描
き
、
一
人
の
兵
士
に
い
た
る
ま
で
変
わ
ら
ぬ
ま
な
ざ
し
を

持
っ
て
描
い
て
い
っ
た
の
が
司
馬
の
文
芸
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
一
貫
し
た
眼
差
し
と
は
、
先
に
膨
大
な
資
料

調
査
に
当
た
る
司
馬
の
姿
勢
と
し
て
確
認
し
た
〈
真
実
〉
を
凝
視
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
歴
史
を
小
説
に
描
い
て
い
く
時
に
根

底
に
見
据
え
て
い
た
も
の
と
は
、
歴
史
の
事
実
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
を
凝
視
し
そ
の
歴
史
に
関
わ
る
「
資
料
を
読
ん

で
読
ん
で
読
み
尽
く
し
て
、
そ
の
後
に
一
滴
、
二
滴
出
る
透
明
な
滴
」、
即
ち
〈
真
実
〉
な
る
も
の
を
捉
え
て
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
〈
真
実
〉
と
は
司
馬
に
と
っ
て
は
、
人
間
で
言
え
ば
、
そ
の
時
代
時
代
に
気
概
を
持
っ
て
懸
命
に
生
き
て
き
た
一
人
ひ
と
り
の
人
間

の
姿
で
あ
る
。
司
馬
は
そ
れ
を
書
い
て
い
く
た
め
に
こ
そ
、
作
品
の
全
体
構
想
を
前
半
部
を
青
春
群
像
た
ち
の
「
あ
か
る
さ
」
と
「
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
を
中
心
に
描
き
、
そ
の
雰
囲
気
の
中
で
「
明
治
」
と
「
日
露
戦
争
」
を
描
こ
う
と
し
た
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
も
改
め
て

確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
た
司
馬
文
芸
の
方
法
を
確
認
し
た
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
『
坂
の
上
の
雲
』
で
司
馬
が
「
運
」
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
運
」
に
つ
い
て
端
的
に
描
い
て
い
る
の
が
次
の
箇
所
で
あ
る
。

し
か
し
出
雲
の
艦
橋
に
あ
っ
た
佐
藤
鉄
太
郎
は
、

「
運
だ
っ
た
」

と
、
戦
後
、
冷
静
に
語
っ
て
い
る
。

佐
藤
が
戦
後
、
海
軍
大
学
校
の
教
官
を
し
て
い
た
と
き
、
梨
羽
時
起
と
い
う
海
軍
少
将
が
あ
そ
び
に
き
て
、

「
佐
藤
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
勝
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

と
、
梨
羽
は
か
れ
自
身
実
戦
に
参
加
し
て
い
る
く
せ
に
そ
れ
が
ふ
し
ぎ
で
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
。
確
か
に
奇
妙
す
ぎ

司
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た
。
科
学
的
に
探
究
し
う
る
勝
因
と
い
う
の
は
無
数
に
抽
出
し
て
組
織
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
不
明
の
部

分
が
大
き
く
残
る
。
な
に
し
ろ
人
類
が
戦
争
と
い
う
も
の
を
体
験
し
て
以
来
、
こ
の
戦
い
ほ
ど
完
璧
な
勝
利
を
完
璧
な
か
た
ち
で
生

み
あ
げ
た
も
の
は
な
く
、
そ
の
後
に
も
な
か
っ
た
。

「
六
分
ど
お
り
運
で
し
ょ
う
」

と
、
佐
藤
は
い
っ
た
。
梨
羽
は
う
な
ず
き
、
僕
も
そ
う
思
っ
て
い
る
、
し
か
し
あ
と
の
四
分
は
何
だ
ろ
う
、
と
問
い
か
さ
ね
た
。
佐

藤
は
、

「
そ
れ
も
運
で
し
ょ
う
」

と
い
っ
た
。
梨
羽
は
笑
い
出
し
て
、
六
分
も
運
、
四
分
も
運
な
ら
み
な
運
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
佐
藤
は
、
前
の
六
分
は
本
当
の

運
で
す
、
し
か
し
あ
と
の
四
分
は
人
間
の
力
で
開
い
た
運
で
す
、
と
い
っ
た
。

佐
藤
は
決
し
て
自
分
の
手
柄
で
あ
る
と
も
秋
山
真
之
の
手
柄
で
あ
る
と
も
い
わ
な
か
っ
た
。
真
之
自
身
が
、「
天
佑
の
連
続
だ
っ

た
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
佐
藤
は
こ
の
説
明
の
つ
か
な
い
「
六
分
の
運
」
に
つ
い
て
海
軍
大
学
校
の
講
義
で
、

│
東
郷
長
官
は
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
運
の
い
い
人
で
あ
っ
た
。
戦
い
と
い
う
の
は
主
将
を
選
ぶ
の
が
大
切
で
あ
る
。
妙
な
こ
と
を
い
う
よ

う
だ
が
、
主
将
が
い
か
に
天
才
で
も
運
の
わ
る
い
人
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
と
述
べ
た
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。（
文
庫
本

第
八

巻
「
死
闘
」）

佐
藤
鉄
太
郎
が
乗
船
し
て
い
た
出
雲
は
日
本
海
海
戦
で
の
第
二
艦
隊
の
旗
艦
で
、
佐
藤
は
参
謀
を
勤
め
る
中
佐
で
あ
っ
た
。
場
面
は
バ
ル

チ
ッ
ク
艦
隊
と
の
き
わ
ど
い
攻
防
を
描
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
と
き
に
佐
藤
と
第
二
艦
隊
司
令
長
官
の
上
村
彦
之
丞
の
二
人
の
的
確
な
判

断
と
勇
敢
さ
が
勝
機
を
引
き
込
み
、
ロ
シ
ア
側
を
敗
走
さ
せ
た
様
子
を
描
い
た
後
に
引
用
の
箇
所
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
は
後
に
中

将
に
な
り
『
大
日
本
海
戦
史
談
』
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
運
」
を
語
っ
た
箇
所
は
所
謂
「
鳥
瞰
の
方
法
」
で
描
か
れ
て
お
り
、
司
馬
は

司
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こ
こ
で
は
佐
藤
の
著
書
に
も
触
れ
、
こ
の
逸
話
は
海
軍
大
学
校
の
校
長
に
な
っ
て
か
ら
の
後
年
の
回
想
と
し
て
挿
入
し
て
い
る
。
手
法
と

し
て
は
後
年
の
佐
藤
の
言
葉
を
借
り
て
日
露
戦
争
に
対
す
る
作
者
の
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い
と
は
、

即
ち
日
露
戦
争
は
け
っ
し
て
日
本
軍
が
ロ
シ
ア
軍
よ
り
強
か
っ
た
の
で
勝
っ
た
の
で
は
決
し
て
無
い
。
日
本
が
勝
っ
た
の
は
す
べ
て

「
運
」
が
良
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
司
馬
が
よ
り
強
く
強
調
し
て
い
る
の
は
、
佐
藤
が
「
あ
と
の
四
分
は

人
間
の
力
で
開
い
た
運
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
側
の
作
戦
を
読
み
取
る
と
い
っ
て
も
一
つ
間
違
え
ば
一
転
し
て

大
ピ
ン
チ
に
な
る
。
上
村
と
佐
藤
の
判
断
は
そ
の
意
味
で
は
最
も
危
険
な
二
者
択
一
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
「
運
」
が
大
き
く
味
方
を
し
た

と
い
う
の
は
強
く
主
張
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
面
で
も
佐
藤
に
対
す
る
「
海
軍
部
内
で
早
く
か
ら
戦
術
の
天
才
と

い
う
評
価
を
う
け
て
い
た
」
と
い
う
人
物
評
を
盛
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
お
い
て
も
決
し
て
偶
然
が
も
た
ら
せ
た

「
運
」
だ
け
で
は
な
く
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
も
日
本
の
未
来
を
信
じ
て
懸
命
に
戦
っ
て
き
た
人
間
一
人
ひ
と
り
の
気
概
に
よ
っ
て
、
そ
れ

故
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
運
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
が
日
露
戦
争
を
描
く
眼
差
し
は
一
貫
し
て
こ
の
「
運
」
を
も
呼
び
こ

む
ほ
ど
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
懸
命
に
生
き
た
そ
の
個
々
の
人
間
の
生
き
ざ
ま
に
深
く
注
が
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
例

え
ば
司
馬
が
戦
ベ
タ
を
強
調
す
る
結
果
と
な
っ
た
乃
木
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
に
対
し
て
も
一
方
で
は
、
一
例
を
上
げ
る
と
、
二
〇
三
高
地

の
戦
い
で
の
乃
木
の
戦
術
が
う
ま
く
進
展
せ
ず
そ
の
原
因
に
参
謀
長
の
伊
地
知
幸
介
の
能
力
を
疑
問
視
す
る
見
方
も
あ
っ
た
が
、
満
州
総

参
謀
長
の
児
玉
源
太
郎
が
様
子
を
見
に
戦
場
ま
で
来
た
折
に
は
、
児
玉
に
対
し
て
乃
木
に
「
伊
地
知
は
よ
く
や
っ
と
る
で
の
う
」
と
語
ら

せ
、
自
分
に
不
利
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
伊
地
知
を
か
ば
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
、
随
所
に
人
間
乃
木
を
髣
髴
さ
せ
る
描
き
方
を
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
、
司
馬
は
、
こ
れ
は
『
坂
の
上
の
雲
』
に
限
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
登
場
人
物
た
ち
が
そ
の
時
に
何
を
な
し
た
か
を
描

く
こ
と
に
重
き
を
置
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
時
の
ど
ん
な
思
い
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
間
性
を
発
揮
し
て
い
た
の
か
に
よ
り

深
く
眼
差
し
を
注
ぎ
な
が
ら
彼
ら
の
行
動
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
秋
山
兄
弟
、
乃
木
、
東
郷
、
児
玉
と
い
っ
た
中

心
人
物
を
見
る
眼
差
し
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
次
の
箇
所
で
あ
る
。

司
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戦
艦
富
士
の
砲
員
だ
っ
た
西
田
捨
市
三
等
兵
曹
は
、
い
ま
も
大
阪
府
下
で
健
在
で
あ
る
。

西
田
氏
は
大
阪
府
摂
津
市
浜
町
の
う
ま
れ
で
、
氏
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
明
治
三
十
四
年
に
大
規
模
な
海
軍
志
願
兵
募
集
が
あ
っ

た
。
当
時
摂
津
市
は
三
島
郡
味
下
（
ま
し
た
）
村
と
い
っ
た
が
、
そ
の
味
下
村
の
村
長
さ
ん
が
、

「
わ
し
の
名
誉
の
た
め
に
ぜ
ひ
た
の
む
」

と
応
募
を
す
す
め
た
。

（
中
略
）

敵
艦
隊
見
ゆ
の
報
が
つ
た
わ
っ
て
き
た
と
き
、
氏
は
う
ず
く
ま
っ
て
砲
の
整
備
作
業
を
し
て
い
た
が
、
頭
が
ガ
ン
ガ
ン
鳴
っ
て
き

て
手
が
動
か
ず
、

「
日
本
が
も
し
負
け
た
ら
、
ど
う
な
る
か
な
あ
」

と
、
そ
れ
ば
か
り
を
思
い
、
涙
が
こ
ぼ
れ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
と
い
う
。（
文
庫
本
第
八
巻
「
抜
錨
」）

無
名
の
明
治
人
西
田
兵
曹
の
涙
は
云
わ
ば
日
露
戦
争
に
従
軍
し
た
大
部
分
の
兵
士
た
ち
の
心
情
を
代
表
し
て
い
よ
う
し
、
そ
れ
は
兵
士
だ

け
で
な
く
日
本
国
民
全
体
の
思
い
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
庶
民
に
眼
差
し
を
注
ぎ
な
が
ら
、
日
露
戦
争
が
決
し
て
当
時
の
軍

部
が
公
表
し
、
歴
史
に
残
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
華
や
か
な
勝
利
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
小

林
竜
雄
氏
の
指
摘
で
あ
る
。

日
露
戦
争
は
き
わ
ど
い
勝
利
で
あ
っ
た
。
日
本
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
く
ロ
シ
ア
の
側
が
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
か
ろ
う
じ
て

勝
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ロ
シ
ア
か
ら
は
樺
太
の
譲
渡
だ
け
で
賠
償
金
は
取
れ
な
か
っ
た
。
も
し
戦
闘
が
長
引
く
こ
と
が

あ
れ
ば
日
本
が
負
け
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
政
府
は
こ
の
事
実
を
国
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。（
中
略
）

日
露
戦
争
を
境
と
し
て
日
本
人
の
国
民
的
理
性
が
大
き
く
後
退
し
て
狂
操
の
昭
和
期
に
入
る
。
や
が
て
国
家
と
国
民
が
狂
い
だ
し

て
太
平
洋
戦
争
を
や
っ
て
の
け
て
敗
北
す
る
の
は
、
日
露
戦
争
後
わ
ず
か
四
十
年
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。》（「
あ
と
が
き
二
」）

司
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〈
明
治
後
期
国
家
〉
は
司
馬
を
失
望
さ
せ
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
国
民
も
同
様
で
事
実
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
は
い
え
、
そ
の
過
剰
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
高
揚
は
不
快
な
も
の
が
あ
っ
た
。⑶

こ
の
事
は
小
林
氏
以
前
に
、
少
な
く
と
も
『
坂
の
上
の
雲
』
を
司
馬
の
意
図
を
探
る
視
点
で
論
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
触
れ
て

い
る
。
司
馬
自
ら
も
六
巻
本
第
二
巻
の
あ
と
が
き
で
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
ロ
シ
ア
は
み
ず
か
ら
に
負
け
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
日
本
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
計
画
性
と
敵
軍
の
そ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め

に
き
わ
ど
い
勝
利
を
ひ
ろ
い
つ
づ
け
た
と
い
う
の
が
、
日
露
戦
争
で
あ
ろ
う
。

戦
後
の
日
本
は
、
こ
の
冷
厳
な
相
対
関
係
を
国
民
に
教
え
よ
う
と
せ
ず
、
国
民
も
そ
れ
を
知
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
勝

利
を
絶
対
化
し
、
日
本
軍
の
神
秘
的
強
さ
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
部
分
に
お
い
て
民
族
的
に
痴
呆
化
し
た
。
日
露
戦
争
を

境
と
し
て
日
本
人
の
国
民
的
理
性
が
大
き
く
後
退
し
て
狂
躁
の
昭
和
期
に
入
る
。
や
が
て
国
家
と
国
民
が
狂
い
だ
し
て
太
平
洋
戦
争

を
や
っ
て
の
け
て
敗
北
す
る
の
は
、
日
露
戦
後
わ
ず
か
四
十
年
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
敗
戦
が
国
民
に
理
性
を
あ
た
え
、
勝
利
が
国

民
を
狂
気
に
す
る
と
す
れ
ば
、
長
い
民
族
の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
、
戦
争
の
勝
敗
な
ど
と
い
う
も
の
は
ま
こ
と
に
不
可
思
議
な
も
の
で

あ
る
。

当
時
の
軍
部
で
あ
り
政
府
が
日
露
戦
争
が
い
か
に
苛
酷
で
困
難
な
戦
い
で
あ
っ
た
か
と
い
う
そ
の
実
態
を
国
民
に
正
し
く
伝
え
て
い
た
な

ら
ば
、
日
本
は
そ
れ
以
後
極
端
な
軍
国
主
義
に
走
る
こ
と
も
な
く
、
誤
ま
っ
た
戦
争
を
繰
り
返
さ
ず
、
そ
し
て
最
も
無
謀
な
戦
争
と
な
っ

た
昭
和
の
大
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
っ
と
未
来
の
あ
る
二
十
一
世
紀
が
期
待
で
き
た
、
そ
の
た
め
に

も
日
露
戦
争
を
正
し
く
理
解
し
て
、
そ
の
理
解
を
礎
に
こ
れ
か
ら
を
希
望
を
持
っ
て
行
き
て
欲
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
過
酷
な
戦
争
と
い

う
歴
史
の
中
に
於
い
て
も
気
概
を
持
っ
て
自
分
の
役
割
を
懸
命
に
生
き
て
き
た
人
間
群
像
を
認
め
る
こ
と
で
、
人
間
へ
の
信
頼
と
可
能
性

を
強
く
持
ち
、
未
来
へ
向
か
っ
て
進
ん
で
い
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
、
こ
れ
が
『
坂
の
上
の
雲
』
の
司
馬
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
作
品
の

主
題
を
形
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

司
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』
論

四
〇



註⑴

福
井
雄
三
『「
坂
の
上
の
雲
」
に
隠
さ
れ
た
歴
史
の
真
実
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
、
主
婦
の
友
社
。
特
に
、
司
馬
無
能
説
へ
の
反
論
と
し
て
は
第

二
章
の
「『
坂
の
上
の
雲
』
に
描
か
れ
た
旅
順
攻
防
戦
の
虚
像
と
実
像
。
は
た
し
て
史
実
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
」
に
詳
し
い
。

⑵

半
藤
一
利
「
司
馬
さ
ん
が
書
か
な
か
っ
た
こ
と

坂
の
上
の
雲
」『
司
馬
遼
太
郎
の
世
界
』
文
芸
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
、
二
七
九
〜
二

八
二
頁
。

⑶

小
林
竜
雄
『
司
馬
遼
太
郎
が

書
い
た
こ
と
、
書
け
な
か
っ
た
こ
と
』
二
〇
一
〇
年
九
月
、
小
学
館
文
庫
、
二
七
頁
。（
本
書
は
二
〇
〇
〇
年
に

中
央
公
論
社
よ
り
『
司
馬
遼
太
郎
考
│
モ
ラ
ル
的
緊
張
へ
』
と
題
し
て
刊
行
し
た
も
の
を
加
筆
修
正
し
て
文
庫
本
に
し
た
も
の
で
あ
る
。）

│
│
文
学
部
教
授
│
│

司
馬
遼
太
郎
文
藝
の
方
法
│
『
坂
の
上
の
雲
』
論

四
一


