
人
の
最
期
は
時
と
し
て
そ
の
人
物
の
本
質
的
部

分
を
表
徴
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
0
 
安
政
の
大
獄
の
渦
中
に
処
刑
さ
れ
た
吉
田

松
陰
の
場
貪
そ
の
生
が
人
為
的
に
遮
断
さ
れ
た

こ
と
、
そ
の
死
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
お
い

て
、
そ
の
最
期
の
も
つ
意
味
は
深
い
。
も
っ
と

も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
最
期
に
至
る
事
実
過
程
が

複
雑
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で

実
に
あ
っ
け
な
い
の
で
あ
る
。

萩
の
野
山
獄
に
繋
が
れ
て
い
た
松
陰
の
も
と
に

幕
府
か
ら
の
東
送
の
命
が
伝
わ
っ
九
の
は
安
政
六

年
(
一
八
五
九
)
五
月
で
あ
っ
九
。
江
肩
着
は
六

月
二
五
日
、
評
定
所
で
の
第
一
回
訊
問
は
七
月
九

日
で
あ
っ
九
。
松
陰
は
以
前
に
梁
川
星
巌
や
梅
田

雲
浜
ら
尊
攘
派
志
士
と
京
都
に
お
い
て
交
流
を
も

つ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
幕
府
に
り
ス
ト

.

ア
ッ
プ
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
彼
等

と
の
関
係
は
浅
い
も
の
で
あ
っ
九
。
直
接
の
容
疑

は
、
梅
田
雲
浜
が
来
萩
し
た
際
に
な
に
か
画
策
し

た
の
で
は
な
い
か
、
京
都
の
御
所
に
落
ち
て
い
九

幕
府
中
傷
の
文
書
作
成
者
で
は
な
い
か
、
と
い
う

モ
れ
も
と

二
点
で
あ
っ
た
。
松
陰
は
「
夫
梅
田
ハ
素
ヨ
リ
好

骨
ア
レ
ハ
余
与
二
志
ヲ
発
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
ル
所

ナ
リ
、
何
ノ
密
琴
ナ
サ
ン
ヤ
、
吾
性
光
明
正
大

ナ
ル
コ
ト
ヲ
好
ム
、
豈
落
文
ナ
ン
ト
ノ
隠
味
ノ
事

ヲ
ナ
サ
ン
ヤ
」
と
抗
弁
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は

容
疑
内
容
に
た
い
す
る
不
満
の
口
吻
が
感
じ
ら
れ

る
0
 
右
に
つ
づ
い
て
「
余
是
二
於
テ
六
年
問
幽
囚

中
ノ
苦
心
ス
ル
所
ヲ

陳
シ
、
終
二
大
原
公

ノ
西
下
ヲ
請
ヒ
、
鯖

江
候
ヲ
要
ス
ル
等
ノ

事
ヲ
自
首
ス
、
鯖
江

候
ノ
事
二
因
テ
終
二

下
獄
ト
ハ
ナ
レ
リ
L

と
の
べ
て
い
九
。
訊

問
者
の
み
せ
か
け
の

温
情
的
態
度
も
手
伝

つ
て
、
彼
は
尊
攘
派

公
卿
大
原
重
徳
の
長

州
遊
説
や
幕
府
老
中

問
部
詮
勝
の
要
撃
な
ど
の
計
画
を
み
ず
か
ら
申
し

立
て
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
幕
府
の
側
か
ら
す

れ
ば
、
松
陰
は
同
じ
時
期
に
犠
牲
と
な
っ
た
橋
本

左
内
な
ど
と
比
べ
れ
ば
「
小
物
」
で
あ
っ
た
。
一
酉

わ
ず
も
が
な
の
「
自
首
」
が
な
か
っ
た
な
ら
ぱ
極

刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
九
。
こ
の
あ
と

-
 
0
月
二
七
日
の
処
刑
ま
で
訊
問
は
二
度
し
か
h

な
わ
れ
て
い
な
い
。
彼
の
命
運
は
訊
問
初
日
に
定

ま
っ
た
と
い
ぇ
る
。
勿
論
、
彼
自
身
こ
の
時
は
致

命
的
発
言
な
ど
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
九
。

幕
末
志
士
の
典
型
と
目
さ
れ
て
い
る
人
物
の
最

期
と
し
て
は
あ
ま
り
に
あ
っ
け
な
く
、
そ
の
場
面

は
滑
裕
な
感
じ
さ
え
す
る
。
九
だ
彼
が
老
中
要
撃

な
ど
を
「
自
首
」
し
九
の
は
、
志
士
特
有
の
豪
気

さ
を
木
し
た
か
っ
九
か
ら
で
は
な
い
。
嫌
疑
の
内

容
が
「
幽
囚
中
ノ
苦
心
L
 
と
あ
ま
り
に
落
差
が
あ

つ
た
か
ら
で
あ
り
、
取
調
べ
を
幕
府
需
の
機
会

と
考
え
九
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
幕
府
否
定
論
者
で

は
な
か
っ
九
。
彼
の
罪
古
心
」
は
幕
府
の
存
在
を

前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
己
の
政
治

的
信
条
を
真
塾
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
い

く
つ
か
の
松
陰
論
が
こ
の
場
面
に
彼
の
純
真
さ
、

正
直
さ
、
人
の
良
さ
を
み
る
の
は
全
く
正
し
い
の

で
あ
る
0
 
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
反
井
伊
派
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
処
罰
さ
れ
て
い
る
最
中
に
井
伊
の
腹

臣
で
あ
る
老
中
の
要
撃
計
画
を
申
し
出
る
と
い
う

の
は
、
た
と
え
幕
府
へ
の
諫
言
と
い
う
意
図
は
あ

つ
九
に
せ
よ
、
自
殺
h
為
に
等
し
い
こ
と
ぐ
ら
い
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判
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ぅ
考
え
九

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

実
の
と
こ
ろ
彼
に
は
こ
れ
と
類
似
し
九
行
動
が

少
な
く
と
も
二
度
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
度
目

は
嘉
永
四
年
(
一
八
五
一
)
の
出
来
事
で
あ
る
。

友
人
の
熊
本
藩
士
宮
部
鼎
蔵
と
東
北
旅
行
を
計
画

し
て
藩
の
旅
行
許
可
も
得
て
出
発
の
日
限
を
定
め

た
と
こ
ろ
、
関
所
通
過
時
に
必
要
な
身
分
証
明
書

が
問
に
合
わ
な
く
な
っ
た
。
数
日
後
に
は
必
ら
ず

下
付
さ
れ
る
の
が
分
っ
て
お
り
、
相
手
に
了
承
を

と
る
余
裕
も
あ
っ
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
約

束
の
日
に
藩
邸
を
脱
す
る
の
で
あ
る
。
脱
藩
行
為

で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
あ
っ
た
。
同
藩
人
な

ら
ぱ
と
も
か
く
他
藩
人
と
の
約
を
違
え
る
の
は
藩

の
名
に
泥
を
ぬ
る
行
為
だ
、
と
い
う
の
が
彼
の
申

し
分
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
松
陰
は
本
気
で
そ
う

思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藩
の
処
分
は
士
籍
削

除
・
家
禄
没
収
で
あ
っ
九
。
九
だ
し
十
年
間
の
諸

国
遊
学
の
機
会
を
も
与
え
た
の
で
あ
る
。
罪
過
に

比
し
て
軽
い
処
分
で
あ
っ
九
。
二
度
目
は
安
政
元

年
(
一
八
五
巴
の
事
件
で
あ
る
。
攘
夷
実
行
の

光
め
に
は
外
国
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
佐

久
間
象
山
の
教
え
に
従
っ
て
密
航
を
企
て
る
。
彼

は
下
田
碇
泊
中
の
ア
メ
リ
カ
艦
隊
に
直
訴
し
て
事

を
為
そ
う
と
し
た
。
時
は
和
親
条
翻
結
直
後
で

あ
る
。
密
出
国
の
手
助
け
な
ど
す
る
は
ず
が
な

に
も
か
か
わ
ら
ず
ぺ
リ
ー
の
船
に
乗
り
つ
け

)
0

しる
の
で
あ
っ
九
。
案
の
定
拒
絶
さ
れ
た
彼
等
は
密

航
を
自
訴
し
て
出
る
の
で
あ
る
。
幕
府
の
処
分
は

藩
で
禁
銀
と
い
う
も
の
で
彼
は
野
山
獄
に
投
ぜ
ら

れ
た
。
し
か
し
在
獄
は
一
年
余
り
で
済
み
、
生
家

の
一
室
で
近
辺
子
弟
の
教
育
に
携
わ
る
ま
で
の
自

由
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
処
分
も
き
わ
め

て
緩
や
か
で
あ
っ
た
。

脱
藩
も
密
航
も
重
罪
で
あ
っ
た
。
当
人
も
充
分

に
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為

の
重
大
さ
に
比
し
て
手
段
、
状
況
判
断
の
何
と
稚

拙
な
こ
と
か
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
評
定
所
で
の
態

度
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
体
、

吉
田
松
陰
と
は
何
者
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

彼
ほ
ど
家
族
・
親
戚
か
ら
愛
さ
れ
た
人
を
知
ら

な
い
。
周
囲
の
人
た
ち
は
彼
が
問
題
を
起
こ
す
度

に
迷
惑
を
被
り
な
が
ら
常
に
多
大
の
支
援
と
讐

と
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
囚
人
に
と
っ
て
彼
の
入

獄
は
事
件
で
あ
っ
た
。
怠
惰
な
空
気
を
一
変
せ
し

め
た
か
ら
で
あ
る
。
特
殊
な
政
治
的
緊
張
下
に
あ

つ
た
評
定
所
の
裁
き
は
別
に
し
て
、
藩
や
幕
府
は

彼
の
罪
過
に
決
定
的
処
分
を
加
え
な
か
っ
九
。
松

下
村
塾
に
お
け
る
人
間
的
影
縛
と
い
う
点
で
の
教

育
効
果
は
甚
大
で
あ
っ
九
。

彼
を
彼
た
ら
し
め
た
の
は
彼
に
特
異
な
才
能
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
周
囲
の
人
た
ち
が
彼
の

な
か
に
或
る
理
想
型
を
み
九
か
ら
で
あ
る
。
彼
の

罪
過
を
非
難
し
、
そ
の
稚
拙
さ
を
咽
笑
し
た
人
は

稀
で
あ
っ
六
。
彼
は
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
彼
の
周
囲
の
人
た
ち
は
特
殊
な
集
団
で
は
な

く
普
通
の
武
士
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
理

想
型
は
近
世
武
士
の
そ
れ
で
あ
る
。
幕
末
と
い
う

時
代
性
が
そ
の
所
在
を
促
し
九
。
ま
九
、
幕
末
の

精
神
は
近
代
に
も
流
れ
込
む
。
彼
へ
の
思
は
明

治
以
来
今
日
ま
で
衰
え
る
こ
と
が
な
い
。
か
く
て

吉
田
松
陰
研
究
は
近
世
・
近
籍
神
史
の
ひ
と
つ

の
基
準
と
な
ら
な
い
か
。
も
っ
と
誇
張
す
れ
ぱ
、

近
世
・
近
代
精
神
史
研
究
に
お
い
て
「
方
法
と
し

て
の
占
田
稔
」
と
い
う
位
相
が
成
り
立
つ
の
で

は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
た
り
し
て
い
る
。

(
大
学
文
学
部
助
教
授
)
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(
一
)
「
西
洋
法
制
史
」
と
い
う
の
が
、
私
の
専

門
担
当
科
目
名
で
す
。
恩
社
大
学
で
は
、
私
が

こ
の
科
目
の
最
初
の
専
任
担
当
者
で
す
。
大
正

-
 
0
、
三
年
、
栗
生
武
夫
と
い
う
人
が
同
志
社

大
学
法
学
部
区
教
授
で
在
職
し
て
い
ま
し
た
。
京

都
大
学
で
西
洋
法
制
史
を
学
び
、
同
志
社
大
学
に

勤
め
た
の
ち
東
北
大
学
緩
出
し
、
そ
こ
で
五
二

歳
で
亡
く
な
っ
た
方
で
す
。
学
界
に
不
朽
の
業
績

を
残
さ
れ
ま
し
九
。
し
か
し
栗
生
先
生
が
同
志
社

大
学
で
扣
当
さ
れ
て
い
九
の
は
、
民
法
総
則
と
独

書
講
義
で
し
た
。

(
二
)
西
洋
法
制
史
と
い
う
科
目
名
が
初
め
て
用

い
ら
れ
た
の
は
、
大
正
五
年
、
東
京
大
学
に
お
い

て
で
す
。
そ
れ
以
前
は
「
比
較
法
制
史
」
と
呼
ぱ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
科
目
名
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
日
本
の
法
制
の
歴
史
と
の
比
較
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
西
洋
の
法
制
の
歴
史
を
研
究
す

る
学
問
が
、
簡
単
に
:
園
え
ば
西
洋
法
制
史
で
す
。

し
か
し
こ
の
簡
単
な
定
義
の
な
か
に
、
実
際
、
私

た
ち
西
洋
法
制
史
研
究
者
の
悩
み
が
凝
縮
さ
れ
て

も
い
ま
す
。
日
本
の
こ
と
を
知
り
そ
し
て
西
洋
の

こ
と
を
知
る
努
力
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と

に
加
え
て
、
歴
史
学
と
法
律
学
と
の
二
つ
の
分
野

の
こ
と
を
同
畊
に
学
ば
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。

な
に
も
か
も
が
中
途
半
端
忙
な
り
、
日
本
の
こ
と

を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
人
か
ら
も
、
歴
史
学
や

法
律
学
の
専
門
研
究
者
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
不
安
を
私
九
ち

は
い
つ
も
持
っ
て
い

ま
す
。
わ
が
国
に
お

け
る
法
制
史
学
の
確

立
者
で
あ
る
中
田
戴

先
生
は
、
大
正
三

年
か
ら
定
年
で
退
職

さ
れ
る
昭
和
三
年

三
月
ま
で
、
東
京
大

学
で
,
日
本
法
制
史

講
座
L
 
を
担
任
し
、

「
西
羊
法
仰
史
講
座
」

を
販
担
し
て
い
ま
し

た
。
西
洋
法
制
史
に

一
三
世
紀
頃
の
ド
イ
ツ
で
す
。
最
も
、
-
 
0
嘉

初
.
顕
か
ら
初
め
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス

な
ど
へ
の
国
民
国
家
の
形
成
が
開
始
さ
れ
る
の
で

す
か
ら
、
正
確
に
を
,
う
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
成
立

期
お
よ
び
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
の
中
で
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
が
分
か
れ
て
い
く
時
期
、
つ
ま
り
中
世
の

初
期
お
よ
び
中
期
が
私
の
関
心
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
時
代
で
す
。

大
学
院
に
入
学
以
来
二
0
年
余
り
、
私
の
テ
ー

マ
で
あ
り
続
け
九
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
自

由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
核
心
は
一
体
な
χ
か
」

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
が

研
究
を
始
め
た
頃
、
西
洋
中
世
を
研
究
し
て
い
る

わ
が
国
の
法
制
史
家
や
歴
史
家
の
最
大
の
関
心
事

の
一
つ
で
あ
り
、
艾
同
研
究
の
対
象
に
さ
れ
て
い

九
の
は
、
ハ
ー
九
世
紀
の
史
料
に
登
場
す
る
「
自

由
人
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

「
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
『
自
由
人
』
は
、

『
不
向
由
人
』
と
は
果
る
者
、
な
ど
と
い
う
よ

う
な
一
般
的
な
意
味
で
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な

国
上
の
士
地
に
侘
む
こ
と
を
許
さ
れ
、
軍
役

)
0

しな
ど
の
様
々
な
勤
弼
帯
什
を
す
る
こ
と
を
代
償

に
し
て
、
国
王
に
よ
っ
て
保
肱
嘔
を
与
え
ら
れ
た
者

岩

つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
制
史
と
ド
イ
ツ
法
制
史

を
隔
年
需
義
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
法
制
史
の
研

究
あ
る
い
は
教
育
の
裂
的
な
姿
を
、
私
は
こ
こ

に
見
る
思
い
が
し
ま
す
。

(
一
己
私
が
研
究
対
象
地
し
て
い
る
の
は
、
ハ
ー
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た
ち
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
『
白
由
人
』
で

あ
る
。
」
こ
う
し
た
考
え
が
、
当
時
、
大
変
に
有

力
で
し
た
。
こ
の
見
解
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
一

九
三
0
年
代
、
と
り
わ
け
ヒ
ト
ラ
ー
が
権
力
を
握

つ
九
後
の
ド
イ
ツ
の
学
界
に
お
い
て
で
し
九
。
そ

し
て
そ
れ
は
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
の
学
界
地
お
い
て

も
器
の
地
位
を
占
め
続
け
ま
し
た
。
日
本
の
学

界
で
、
こ
の
肌
が
盛
ん
に
問
題
に
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
五
蛋
で
、
私
が
大
誘

に
入
る
七
年
程
前
の
こ
と
で
す
。

私
も
こ
の
見
解
の
当
否
を
め
ぐ
る
製
に
取
り

組
ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
九
。
検
討
を
す
す
め

る
な
か
で
、
こ
の
暴
が
、
こ
れ
も
や
は
り
一

ブ

三
0
年
代
の
ド
イ
ツ
の
学
界
で
一
般
化
し
て
き
九

「
中
世
的
凹
由
」
に
つ
い
て
の
独
自
の
郡
と
密

接
不
可
分
に
関
係
し
て
い
る
、
と
思
え
て
き
ま
し

六
。
「
個
人
が
白
由
で
あ
る
た
め
の
道
は
、
自
ら

が
よ
り
強
い
権
力
に
従
う
と
こ
ろ
に
し
か
開
か
れ

て
い
な
い
。
個
人
植
織
す
る
あ
る
怖
力
が
、
個

人
の
生
活
空
間
の
保
聖
引
き
受
け
個
人
の
安
全

を
保
障
す
る
と
こ
ろ
植
し
か
、
凶
由
は
な
い
。
保

護
が
初
め
に
あ
り
、
Π
由
は
そ
の
紬
果
に
す
ぎ
な

こ
の
考
え
か
ら
す
る
と
、
葆
護
・
支
配

い
0

」

.

服
従
」
と
「
凶
山
L
 
と
は
決
し
て
謡
し
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。
「
不
保
由
な
白
由
」
「
白
由
な
不

口
由
」
と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
概
系
並
存
し

う
る
の
が
「
中
世
的
自
由
」
の
特
徴
だ
、
と
い
う

わ
け
で
す
。
ナ
チ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る

「
指
導
者
原
理
L
「
指
導
者
国
家
L
 
が
中
世
の
歴
史

を
分
析
す
る
さ
い
の
視
角
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
い

る
、
私
は
次
第
に
そ
う
確
信
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
一
」
0

年
前
の
八
月
、
『
成
立
期
中
世
の
園
由
と
支

配

と
い
う
著
書
を
敬
文
堂
出
版
か
ら
出
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
文
学
部
の
井
上
雅
夫
先
生
は
、

本
誌
八
0
号
に
過
分
の
書
評
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い

ま
し
九
。
「
他
人
の
支
配
に
服
さ
ず
、
自
分
の
欲

す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
行
動
で
き
る
こ
と
」
、

こ
れ
が
、
中
世
に
お
い
て
も
自
由
の
核
心
を
な
し

て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
私
が
よ
う
や
く
た
ど
り

着
つ
く
こ
と
が
で
き
た
結
論
で
す
。

(
四
)
最
近
の
西
ド
イ
ツ
の
学
界
は
、
戦
前
の
負

の
街
纏
産
を
清
算
し
つ
つ
ぁ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
法
襟
の
上
田
健
二
先
生
が
関
西
大
学
の

人
九
ち
と
一
緒
に
翻
訳
緩
し
た
、
一
九
八
二
年

の
西
ド
イ
ツ
法
哲
学
会
の
繋
U
集
、
 
H
 
・
ロ
ッ
ト

ロ
イ
ト
ナ
ー
編
'
ナ
チ
ス
法
器
研
究
会
訳

『
法
、
法
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
』
(
一
九
八
七
年
、
み

す
ず
欝
)
は
そ
の
一
例
と
い
ぇ
ま
す
。
法
制
史

の
分
野
で
も
同
じ
で
、
特
に
中
世
綸
史
に
関
速

し
て
い
え
ば
、
そ
の
作
業
は
一
九
世
紀
以
来
の
学

問
的
蓄
枯
の
全
体
を
最
す
か
た
ち
で
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
,
す
べ
て
を
疑
え
'
と
い
う
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
の

先
学
が
わ
が
国
の
学
界
に
醒
重
ね
て
き
た
こ
れ

ま
で
の
学
問
的
苔
務
も
ま
た
見
直
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
私
は
、
昭
和
六
一
年
三
月
か
ら
一
年

問
、
許
さ
れ
て
西
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
裁
判
関
係

史
料
を
中
心
に
集
め
て
き
ま
し
九
。
こ
の
史
料
を

駆
使
し
て
、
こ
の
見
直
し
作
業
に
参
加
す
る
意
欲

に
、
目
下
、
燃
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
に
と

つ
て
研
究
の
第
二
段
階
の
始
ま
り
で
す
。

(
大
学
法
学
部
教
授
)
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一
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=
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1
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一
=
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一
"
模
倣
'
と
い
う
と
何
か
後
ろ
め
九
い
気
が
す
現
代
の
化
学
が
、
自
然
界
で
し
と
も
簡
単
に
ー
わ
る
分
一
、
か
捗
"
す
べ
 
1
 
邸
1
,
、
ナ
,
一

上
る
も
の
で
あ
る
0
 
特
に
世
に
学
者
と
い
わ
れ
る
人
れ
て
ぃ
る
合
成
反
応
や
情
報
の
伝
達
を
フ
ラ
ス
コ
が
生
体
で
あ
り
、
フ
ラ
ス
コ
イ
轡
 
1
、
 
2
 
^

九
々
に
と
っ
て
、
学
問
上
の
模
倣
は
厳
に
慎
ま
な
け
内
で
再
現
で
き
る
か
と
い
う
と
、
艮
座
に
答
え
は
三
種
の
分
子
が
ザ
散
.
衝
突
ー
ナ
,

れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
私
が
専
攻
し
て
い
る
有
機
化

手
学
に
お
い
て
は
最
近
、
模
倣
の
化
学
'
が
学
問
の

一
分
野
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
ぃ
る
。
す
な
わ
ち

,
.
ず
一
0
ヨ
一
ヨ
Φ
二
o
 
n
ず
ゆ
ヨ
m
亘
.
と
よ
ぱ
れ
る
新
し

い
化
学
で
あ
る
。

私
達
の
囲
り
に
存
在
す
る
全
て
の
,
物
'
が
分

子
か
ら
で
き
て
い
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
物
が
お
り

な
す
自
然
現
象
は
本
来
化
学
の
言
葉
で
説
明
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
の
化
学
は
、
身
の

囲
り
の
自
然
現
象
は
生
物
学
や
医
学
に
任
せ
、
も

つ
ぱ
ら
孤
立
し
た
小
さ
な
分
子
の
ミ
ク
ロ
な
性
質

や
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
物
の
合
成
に
研
究
の

ベ
ク
ト
ル
を
向
け
て
き
た
。
近
代
化
学
の
お
び
た

だ
し
い
研
究
成
果
は
、
良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ

け
、
現
代
の
我
々
の
生
活
に
深
く
関
わ
っ
て
き
て

い
る
0
 
一
方
、
学
問
と
し
て
の
化
学
を
シ
リ
ア
ス

な
目
で
み
る
と
、
孤
立
分
子
系
の
化
学
は
ほ
ぽ
本

質
的
に
は
解
明
さ
れ
っ
く
し
、
そ
の
応
用
と
し
て

の
化
学
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
な
す

こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
ま
で
発
達
し
九

"
ノ
ー
'
と
出
る
。
現
代
化
学
は
、
例
え
ぱ
バ
ク

テ
リ
ア
細
胞
が
行
う
機
能
の
一
っ
と
し
て
再
現

す
る
こ
と
は
で
き
な

生
物
学
者
は
細

)
0

し胞
を
最
小
単
位
と
見

な
す
か
も
知
れ
な
い

化
学
者
が
細
胞

が
、

内
の
化
学
現
象
を
観

察
す
る
と
、
気
が
遠

の

く
な
る
ほ
ど
高
度
な

合
成
反
応
、
分
需

識
、
情
報
の
授
受
が

行
わ
れ
て
い
る
。
細

胞
内
の
化
学
現
線
の

一
つ
一
つ
を
抽
出
す

る
と
、
恐
ら
く
現
在
ま
で
の
化
学
知
識
で
そ
れ
ぞ

れ
の
事
象
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
生
物
界
で
は
個
々
の
化
学
現
象
が
お
亙
い

に
り
ン
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
孤
立
し
た
分
子
系

に
は
見
ら
れ
な
い
高
度
な
機
能
を
発
揮
し
て
い

ま
九
ま
起
こ
る
現
象
を
取
り
扱
っ
て
ぃ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
生
物
学
的
化
学
現
象
と
フ

ラ
ス
コ
内
的
化
学
現
象
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
よ
う

と
す
る
動
き
が
、
最
近
主
に
化
学
者
の
中
で
お
こ

り
つ
っ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
学
問
分
野
の
一
つ
を

現
在
は
ず
一
0
ヨ
一
ヨ
ゆ
牙
 
n
ず
ゆ
ヨ
一
m
区
と
よ
ん
で
い

る
。
で
は
ず
§
ず
Φ
ヨ
一
m
-
q
 
(
生
化
学
)
と
い
う

既
成
の
学
問
体
系
と
こ
の
新
し
い
分
野
と
の
違
い

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
?
生
化
学
は
あ
く

ま
で
も
生
体
系
で
起
こ
る
様
々
な
現
象
を
分
子
の

レ
ベ
ル
で
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
ず
一
0
ヨ
ヨ
ゆ
牙

0
冨
ヨ
一
m
区
は
そ
の
ヨ
一
ヨ
忠
ぢ
(
模
倣
の
)
と
い

、
2
憂
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
忙
、
生
体
内
の

化
学
現
象
を
フ
ラ
ス
コ
の
中
で
再
現
し
、
生
体
系

と
は
違
っ
九
系
で
類
似
の
機
能
を
発
現
さ
せ
よ
う

と
す
る
学
問
と
い
ぇ
る
。
例
を
二
、
三
あ
げ
て
み

よ
う
0
 
ま
だ
成
功
例
は
な
い
の
で
あ
く
ま
で
も
ア

イ
デ
ア
と
受
け
止
め
て
い
た
だ
き
九
い
。
我
々
が

目
で
物
を
見
、
脳
で
そ
の
像
を
記
憶
す
る
。
こ
れ

を
化
学
者
の
系
に
替
え
る
と
、
視
細
胞
が
物
を

^■■■,^■"冒.^Ⅱ^ .ーー^t"^'"^1Ⅱ 鵡1^^晶^
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光
の
強
弱
と
い
う
情
報
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
惰

報
を
電
気
信
号
に
変
換
し
て
脳
へ
伝
え
る
。
光
信

号
は
レ
チ
ナ
ー
ル
と
い
う
物
質
の
光
異
性
化
反
応

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
こ
の
情
報
を
オ
プ
シ
ン

と
い
う
蛋
白
が
増
幅
し
て
生
体
膜
上
の
電
気
信
号

へ
変
え
る
。
こ
の
電
気
信
号
が
神
経
に
伝
わ
り
脳

へ
伝
逹
さ
れ
る
。
か
か
る
生
体
内
佶
報
変
換
現
象

を
人
工
的
に
シ
ミ
ユ
レ
ー
シ
,
ン
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
第
三
世
代
の
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
と
い
わ

れ
る
超
大
記
憶
六
合
量
の
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
の
実
現

も
可
能
と
な
ろ
う
0
 
チ
ト
ク
ロ
ー
ム
P
1
四
五
0

と
い
う
酵
素
が
肝
臓
に
あ
る
。
休
内
に
脂
溶
性
の

異
物
が
混
入
す
る
と
、
こ
の
異
物
を
酸
化
し
て
水

溶
性
の
高
い
化
合
物
に
変
え
体
外
へ
排
出
さ
せ
て

く
れ
る
。
こ
の
酵
素
は
血
液
中
の
へ
モ
グ
ロ
ビ
ン

に
よ
く
似
九
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
鉄
錯
体
と
蛋
白
と
か

ら
で
き
て
い
る
。
こ
の
生
体
内
体
謝
反
応
を
フ
ラ

ス
コ
内
で
模
倣
す
る
と
、
空
気
中
の
酸
素
を
用
い

て
極
め
て
公
害
性
が
少
く
か
つ
適
応
範
囲
の
広
い

酸
化
反
応
を
実
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
生
体
系

が
活
動
す
る
た
め
に
は
当
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
大
本
は
太
陽
の
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

あ
る
。
我
々
の
食
生
活
を
考
え
れ
ば
容
易
に
理
解

で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
植
物
は
太
陽
の
光
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
使
用
し
炭
酸
ガ
ス
を
水
で
還
元
し
て
炭

水
化
物
と
酸
素
を
生
廊
す
る
(
光
合
成
)
。
動
物

は
こ
の
植
物
を
食
す
る
こ
と
に
よ
り
、
炭
水
化
物

を
呼
吸
に
よ
り
摂
取
し
た
酸
素
で
燃
や
し
(
酸
化

し
)
、
植
物
に
必
要
な
炭
酸
ガ
ス
と
水
を
作
り
出

し
な
が
ら
生
体
内
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
る
。
結

局
元
を
正
せ
ば
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
我
々
は
生
命

を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
植
物
は
太
陽
光

と
い
う
形
の
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
炭
水
化
物
と
い

う
形
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
変
換
し
て
い
る
わ
け

で
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
化
学

的
固
定
と
い
う
。
光
合
成
の
過
程
は
非
常
に
多
く

の
化
学
反
応
が
り
ン
ク
し
た
一
侵
な
道
筋
を
通
る

が

げ
一
0
旦
ヨ
ゆ
牙
 
0
ず
ゆ
ヨ
一
m
亘
の
立
場
か
ら
す

、

る
と
、
こ
の
生
体
系
か
ら
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
の

方
法
論
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
石
炭
や
石

油
と
い
っ
た
化
石
燃
料
が
枯
渇
し
た
後
の
新
し
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
法
編
び
付
け
ら
れ
る
。

さ
て
本
論
の
私
の
研
究
で
あ
る
が
、
現
在
支
・

0
ヨ
一
ヨ
ゆ
牙
 
0
げ
ゆ
ヨ
一
m
区
の
立
場
か
ら
、
,
弱
い
相

亙
作
用
に
よ
り
集
合
し
九
系
の
化
学
'
と
.
生
休

類
似
型
酸
化
還
元
反
応
'
を
主
た
る
テ
ー
マ
に
し

て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
フ
ラ
ス
コ
内
で
生
体
系

を
模
倣
す
る
九
め
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
九
ま
た

ま
起
こ
る
化
学
現
象
を
取
り
扱
っ
て
は
い
ら
れ
な

合
目
的
性
分
子
集
合
体
を
人
工
的
に
作
り
出

)
0

しす
方
法
論
と
技
術
の
膨
が
不
可
欠
と
思
わ
れ

る
。
一
方
、
橋
本
将
教
授
の
指
導
の
下
で
大
学

院
時
代
か
ら
手
掛
け
て
い
る
複
素
芳
香
族
化
合
物

の
還
元
反
応
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
デ
ヒ
ド
ロ
ゲ
ナ
ー

ゼ
と
い
う
酵
素
の
モ
デ
ル
反
応
と
し
て
興
味
深

く
、
中
国
西
北
大
学
か
ら
の
紹
学
生
、
周
斌
君
と

共
に
研
究
し
て
お
り
、
面
由
い
成
果
を
得
つ
つ
ぁ

る

自
然
科
学
の
分
野
は
益
々
学
際
的
に
な
り
、
ま

た
恬
報
の
交
換
、
集
収
が
極
め
て
埀
要
と
な
っ
て

く
る
。
我
が
黒
社
大
学
の
研
究
体
制
も
こ
の
流

れ
に
適
応
で
き
る
よ
う
適
時
改
革
し
て
い
く
必
要

が
あ
ろ
、
つ
。

(
火
学
幸
部
教
授
)
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ι
=
.
ー
=
、
ι
=
、
1
一
=
1
一
一
.
ι
=
一
ι
一
=
ι
一
=
1
一
=
1
一
=
1
一
=
ι
=
一
1
Ξ
1
=
甲
1
一
=

旧
約
聖
書
学
と
は
旧
約
聖
書
を
よ
り
よ
く
課

し
、
解
釈
す
る
九
め
の
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
試
み

の
総
称
で
あ
る
と
い
ぇ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
一
嘉

学
、
セ
ム
語
学
、
考
古
学
、
宗
教
学
、
将
学
、

民
俗
学
、
法
学
、
社
会
学
、
文
芸
学
、
さ
ら
に
最

近
で
は
構
造
主
義
や
心
理
学
、
記
号
論
な
ど
関
連

諸
分
野
に
お
け
る
広
範
な
学
的
成
果
が
動
員
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
0
 
と
り
わ
け
、
現
代
に
お
け
る
人

文
.
社
会
諸
科
学
は
、
構
造
主
義
や
、
文
化
雰

論
と
い
っ
九
共
通
の
理
論
モ
デ
ル
を
獲
得
し
つ
っ

あ
る
が
、
旧
約
テ
ク
ス
ト
の
生
成
・
稽
造
化
の
プ

ロ
セ
ス
、
そ
の
仕
組
み
の
解
明
を
課
題
と
す
る
旧

約
聖
書
学
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
学
問
一
般
の

傾
向
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
旧
約
聖
書
学
は
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教

神
学
の
一
部
門
と
し
て
発
達
形
成
さ
れ
て
き
九
伝

統
的
側
面
を
有
す
る
学
問
体
系
で
あ
る
こ
と
も
ま

九
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
オ
リ
エ
ン

ト
諸
学
、
外
典
・
偽
典
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
学
、
新
約

聖
書
学
な
ど
と
も
密
接
な
交
渉
を
持
ち
な
が
ら
、

緒
論
、
釈
義
、
神
学
が
最
蛋
課
題
と
し
て
研
究

さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
き
九
。

神
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
い
れ
、
旧
約
聖
書
学

を
専
攻
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
学
問
体

系
が
持
つ
二
つ
の
側
面
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、

そ
の
距
艦
の
隔
九
り
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
尽
く
し

て
ゅ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

私
の
拙
い
研
究

が
、

と
神
学
的
研
鎖
に
お

い
て
、
い
つ
も
関
心

の
中
心
で
あ
っ
た
。

逵
巡
す
る
私
に
と

つ
て
、
古
代
イ
ス
ラ

エ
ル
史
の
泰
斗
M

ノ
ー
ト
が
概
要
を

.「
(
古
代
)
イ
ス
ラ
エ

ル
史
の
資
料
(
望
ゆ

ゆ
仁
ゆ
=
.
)
は
、
旧
約

聖
書
の
証
.
伺
の
み
で

あ
り
、
全
世
界
の
主

と
し
て
の
神
が
妥
と
し
て
一
つ
の
民
族
(
イ
ス

ラ
エ
ル
)
を
用
い
た
と
述
べ
て
い
る
」
(
『
イ
ス
ラ

エ
ル
史
』
)
と
語
っ
た
一
文
に
遭
遇
し
た
と
き
は
、

ま
さ
に
目
か
ら
鱗
の
落
ち
る
思
い
で
あ
っ
九
。
ア

ン
フ
ィ
ク
ツ
ィ
オ
ニ
ー
仮
説
を
始
め
、
現
代
の
旧

=
ー
=
一

約
聖
書
学
に
お
い
て
は
、
か
れ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
史

に
関
す
る
諸
テ
ー
ゼ
の
多
く
が
批
判
に
晒
さ
れ
て

は
い
る
が
、
私
に
は
こ
の
発
.
園
黒
図
は
な
お
深

長
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
部
族
連
合
の
形
成
と
鬻
と
を
イ
ス
ラ
エ

ル
史
の
基
軸
と
す
る
ノ
ー
ト
は
、
。
ハ
レ
ス
チ
ナ
定

0
＼ノ

着
か
ら
ユ
ダ
ヤ
戦
争
ま
で
を
イ
ス
ラ
エ
ル
史
の
本

来
的
領
域
と
し
た
。
そ
の
こ
と
は
緻
密
な
か
れ
の

仕
事
が
、
じ
つ
は
証
園
と
し
て
語
ら
れ
た
旧
約
聖

書
の
高
い
文
学
性
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し

て
い
た
こ
と
の
何
よ
り
も
の
証
左
で
あ
っ
た
と
い

え
る
0
 
か
れ
は
世
界
の
創
造
と
救
済
と
を
目
的
と

す
る
神
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
本
来
的
な
機

能
を
考
察
し
、
歴
史
と
い
う
時
剛
軸
に
お
い
て
厳

密
な
再
構
成
を
意
図
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
の
限
り
、
か
れ
に
と
っ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
史
は

単
な
る
世
俗
史
や
、
一
般
史
、
あ
る
い
は
宗
教
史

で
は
な
く
、
明
確
に
神
学
的
課
題
を
負
い
得
る
も

の
と
し
て
黙
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
瓢
に
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

私
の
関
心
に
換
言
す
れ
ぱ
、
神
に
よ
る
世
界
創

造
と
救
済
と
を
告
白
し
、
証
.
子
る
神
学
的
課
題

と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
史
を
、
通
常
の
意
味
で
の

^"1^"ι^.1.^1"^Ⅲ^Ⅱ1^"キ^川^'1"ー^1"^」"^1"^"1Ⅱ^1Ⅱ^"、Ⅱ^ 「私の研究」
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世
俗
史
の
中
に
ど
の
よ
う
に
見
極
め
て
ゆ
く
こ
と

か
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
0
 
そ

-
し
で
私
の
興
味
は
旧
約
聖
』
を
文
芸
学
な
い
し
文

学
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
方
向
に
と
傾
斜
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
は
旧
墾
譜
の
全
て
の
d
述
が

必
ず
し
も
神
化
つ
い
而
接
的
発
昔
を
し
て
は
い

な
い
こ
と
に
よ
る
。
神
学
的
に
い
ぇ
ば
文
字
通
り

神
に
つ
い
て
の
曾
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て

き
た
こ
と
の
由
準
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
そ
の

'
園
語
表
現
に
注
目
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
0

P
 
・
り
ク
ー
ル
に
倣
え
ば
、
「
信
仰
の
一
一
暴
は
徹

頭
徹
尾
膿
的
で
あ
る
し
か
ら
だ
。
そ
の
隠
喩
的

表
現
を
い
か
な
る
歴
史
的
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に

お
い
て
徐
仰
的
次
元
に
と
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
い
わ
ば
歴
史
と
神
と
の
交
差
点
と
し

て
の
一
悪
の
あ
り
よ
う
を
旧
約
聖
書
に
お
い
て
硴

認
し
よ
う
と
す
る
目
論
見
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
研
究
史
を
紐
解
け
ば
、
 
H
 
・
グ
ン
ケ

ル
以
来
、
旧
約
聖
沓
学
は
絶
え
ず
テ
ク
ス
ト
の
文

学
性
に
日
を
向
け
、
語
り
の
現
場
と
し
て
の
「
生

の
座
(
誓
口
一
ヨ
が
ゆ
ず
含
)
L
を
問
題
に
し
て
き

九
。
い
わ
ゆ
る
仏
承
史
的
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の

研
究
方
法
は
、
そ
の
成
果
を
最
終
的
に
は
通
時
的

モ
デ
ル
構
築
の
デ
ー
タ
と
し
て
還
元
す
る
こ
と
を

基
本
的
な
目
的
と
し
て
き
突
め
に
、
テ
ク
ス
ト

の
形
式
や
技
法
よ
り
も
そ
の
筋
書
き
や
内
容
だ
け

を
砥
視
し
て
き
九
観
を
免
れ
な
い
。
こ
う
し
九

研
究
方
法
延
執
着
す
る
限
り
、
再
構
成
さ
れ
た
歴

史
は
窓
意
的
に
な
ら
ざ
る
痔
ず
、
救
済
史
を
論

ず
る
九
め
に
も
、
勢
い
解
釈
者
の
神
学
的
理
解
度

や
突
存
に
左
右
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
九
が
っ
て
、
言
述
の
表
眉
構
造
か
ら
深
厨
構

造
に
と
分
析
を
進
め
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
技
法

や
語
り
の
特
徴
が
指
尓
す
る
深
屑
構
造
に
お
け
る

柳
学
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
史
的
に
再
構
成
し
て
み
る

こ
と
が
今
後
の
綴
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
は
様
々
な
試
行
熊
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
0

九
と
え
ば
、
 
G
 
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
物
語
一
磊
の
分

析
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
テ
ウ
ス

ト
自
休
と
テ
ク
ス
ト
の
指
示
内
容
と
の
問
で
、
他

力
で
は
、
伺
じ
テ
ク
ス
ト
と
現
実
に
(
ま
九
は
虚

構
と
し
て
)
そ
れ
を
儒
す
る
露
(
語
り
)
と

の
問
で
切
り
結
ぱ
れ
る
諸
関
係
を
研
究
す
る
こ

と
だ
と
定
義
し
て
い
る
(
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
』
)
。
こ
う
し
た
研
究
に
お
い
て
は
史
実
の
歴
史

的
実
証
と
い
う
誘
惑
に
対
し
て
禁
欲
的
で
あ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
指
.
小
す
る
「
内

容
」
と
「
語
り
」
と
は
.
'
誥
h
為
と
し
て
の
テ
ク

ス
ト
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
研
究
者
は
テ
ク
ス
ト
中
に
存
在
す

る
語
り
の
指
標
を
可
能
な
限
り
正
確
に
、
ま
た
大

足
抽
出
し
、
デ
ー
タ
化
し
九
上
で
、
現
実
の
歴

史
を
神
の
視
点
を
借
り
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
古

代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
学
を
こ
そ
史
的
再
構
成
の
対

線
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
関
心
の
中
で
、
当
面
の
私
の
テ
ー
マ

は
膨
大
な
旧
約
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
、
と
く
に
直

接
に
神
学
的
発
言
を
搾
え
て
い
る
物
語
群
の
深
層

に
お
い
て
、
い
か
な
る
神
学
的
意
図
が
構
想
さ
れ

て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
0
「
ダ

ビ
デ
王
位
継
承
史
」
な
ど
、
多
く
の
先
学
が
世
俗

的
事
件
に
通
じ
九
歴
史
物
語
と
し
て
評
価
し
て
き

た
。
か
れ
ら
の
学
的
遺
産
に
学
び
な
が
ら
、
し
か

し
私
は
、
物
語
が
提
供
す
る
歴
史
的
清
報
よ
り

も
、
物
語
の
深
層
K
隠
さ
れ
た
柳
学
的
構
造
を
浮

き
彫
り
に
し
て
み
た
い
と
願
っ
て
い
る

(
女
子
大
学
"
任
講
師
・
聖
舎
)
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十
年
程
前
の
こ
と
だ
っ
九
か
、
山
科
の
恩
師
宅

」
で
開
か
れ
て
い
た
研
究
会
に
出
席
す
る
九
め
、
山

陰
線
の
列
車
に
乗
っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

園
部
か
八
木
あ
た
り
か
ら
乗
り
込
ん
で
き
た
数
人

の
行
商
風
の
お
ば
さ
ん
達
が
通
路
の
む
こ
う
側
の

座
席
を
陣
ど
り
、
大
き
な
声
で
世
間
話
を
始
め
た

の
だ
が
、
栗
微
妙
な
と
こ
ろ
に
な
る
と
急
に
声

が
低
く
な
る
。
そ
の
変
わ
り
方
が
極
端
で
、
さ
も

内
緒
話
を
始
め
た
と
い
う
ふ
う
で
楽
し
い
。
昼
さ

が
り
の
口
ー
カ
ル
線
の
の
ど
か
な
光
景
で
あ
る

ふ
と
気
が
つ
く
と
、
声
が
低
く
な
る
時
は
日

が
、

本
語
で
は
な
い
'
蓼
話
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
0
 
よ
く
よ
く
聴
く
と
朝
鮮
語
ら
し
い
。
お
ぱ
さ

ん
達
は
在
日
の
韓
国
人
か
朝
鮮
人
の
よ
う
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

頭
ヨ
普
N
<
ヨ
於
ー
ヨ
伽
門
馬

額
容
璽
裸
0
0
)
 
1
8
 
栗

眉
1
日
本
語
で
マ
ユ
ー
繭

艮
=
旨
1
出
三
(
つ
き
米
縄
混
じ
る
稗
)

1腹
や
曾
1
罵
稲

陰
で
?
一
一
ー
サ
0
-
^
^

卵
巣
岬
0
品
・
武
1
"
0
品
大
一
旦

こ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
ま
だ
学
部
生
の
時
だ

つ
た
が
、
日
本
の
正
史
に
朝
鮮
語
で
の
言
葉
遊
び

が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
外
さ
に
驚
い
た
も
の

だ
っ
九
。
同
様
の
神
話
は
『
古
事
記
』
に
も
あ
る

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
語
で
の
対
応
は
な
い
の

.
)
、

力で
、
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
が
書
か
れ
た
時
に
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
人
は
日
本
人
で

あ
る
の
か
、
朝
鮮
人
で
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
か

ナい
ま
、
声
を
ひ
そ
め
て
話
し
た
い
と
き
、
山
陰

線
の
お
ぱ
さ
ん
達
は
母
国
語
に
な
っ
た
。
日
本
の

正
史
に
ひ
そ
か
に
朝
鮮
語
で
の
墓
遊
び
を
ひ
そ

ま
せ
て
楽
し
ん
だ
の
は
朝
鮮
語
を
母
国
語
と
す
る

人
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
お
ば
さ
ん
達
の
様
子
か
ら
、
古
代
の

神
、
乃
廻
首
細
国
、
則
自
口
出
飯
。
(
中
略
)
夫

品
物
悉
備
貯
之
百
机
而
饗
之
。
是
時
、
月
夜
見

尊
、
念
然
作
色
日
、
「
蔵
哉
、
娜
矣
、
寧
可
以

口
吐
之
物
、
敢
養
我
乎
」
。
廼
抜
剣
撃
殺
。
(
中

略
)
足
後
、
天
照
大
神
、
復
遣
天
熊
人
往
看

之
。
是
時
、
保
食

神
実
已
死
矣
。
唯

有
其
神
之
頂
、
化

為
牛
馬
。
幽
上
生

粟
。
眉
上
生
蚕
。

眼
中
生
稗
。
腹
中

生
稲
。
陰
生
麦
及

大
小
豆
。
天
熊
人

悉
取
持
去
而
奉
進

吉

之
。

頭
か
ら
牛
果
出
て

来
、
額
に
は
粟
、
眉

に
は
蚕
、
眼
に
は
稗
、

腹
に
は
稲
、
陰
部
に
は
麦
と
大
旦
小
豆
が
生
え
て

き
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生
え
て
き
た
場

所
と
生
え
て
き
た
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
金

沢
庄
三
郎
・
中
島
利
一
郎
・
田
聚
秀
の
諸
氏
に
よ

つ
て
、
器
誓
日
詣
に
よ
る
.
U
葉
遊
び
が
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
時
に
も
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

と
い
う
こ
と
は
便
利
な
も
の
だ
と
思
っ
た
も
の
だ

が
、
ふ
と
思
い
当
た
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

日
本
書
紀
』
泳
上
神
代
上
の
一
禽
に
、
神
の

死
体
か
ら
牛
馬
や
穀
物
な
ど
が
生
え
て
き
た
と
い

う
神
話
が
あ
る
。

天
照
大
神
、
在
於
天
上
日
「
聞
葦
原
中
国
有
保

食
神
。
宜
爾
月
夜
見
尊
、
就
候
之
」
。
月
夜
見

尊
、
受
勅
而
降
。
已
到
干
保
食
神
許
。
保
食
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渡
来
人
の
言
語
生
活
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
分

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話

は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
日
本
語
を
書
い
九

も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
先
の
一
.
暴

遊
び
で
も
日
鳶
で
対
応
す
る
も
の
も
あ
る
。
と

す
る
と
、
彼
ら
は
、
山
陰
線
の
お
ば
さ
ん
達
の
よ

う
に
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
一
一
晶
生
淫
送
っ
て
い
九

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
と
朝
鮮
語
と
が
い
か
に
よ
く
似
て
い
る

か
は
、
少
し
で
も
朝
鮮
語
学
習
の
テ
キ
ス
ト
を
の

ぞ
い
て
見
九
人
な
ら
よ
く
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。

以
前
、
朝
鮮
系
中
国
人
学
生
が
、
外
国
梨
か
な

に
か
の
試
験
の
第
二
外
国
瓢
目
に
日
本
語
を
選

び
、
の
き
な
み
高
得
点
を
と
っ
て
、
そ
の
資
格
を

独
占
し
て
い
る
と
い
う
、
中
国
か
ら
の
特
派
員
報

告
が
あ
っ
た
。
中
国
は
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
多

言
語
国
家
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
=
語
が
話
さ
れ

て
い
る
が
、
試
験
官
達
は
朝
鮮
語
と
Π
本
語
が
よ

員
報
告
で
は
、
こ
の
事
実
を
知
っ
た
当
局
は
朝
鮮

系
の
学
生
が
日
本
語
を
選
択
す
る
場
合
は
ハ
ン
デ

イ
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
、
と
続
い
て
い
九
よ
う

に
思
,
つ
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
あ
る
い
は
朝
鮮
雫
話
し

て
い
た
と
し
て
も
、
右
の
少
し
長
め
の
引
用
で
十

分
わ
か
る
よ
う
に
、
書
く
文
音
十
は
漢
文
す
な
わ
ち

中
国
湾
九
め
の
表
記
形
苓
あ
る
。

日
本
に
は
固
有
の
文
字
は
な
か
っ
た
。
し
九
が

つ
て
、
不
幸
に
も
、
 
H
本
語
と
も
朝
鮮
語
と
も
全

く
性
格
を
異
に
す
る
'
譜
で
あ
る
中
国
語
の
占
き

ガ
を
模
倣
し
て
書
く
の
が
文
章
の
は
じ
ま
り
で
あ

つ
た
こ
と
を
疑
う
人
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

文
章
を
古
い
て
い
た
人
が
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
い
ま
で
は
常
識
と
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
語
の
た
め
の
書
き
方
で
朝

鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
が
日
本
語
の
た
め
に
鳶

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
が
日
本
語
に
さ
ま
ざ
ま
な
重
大
な
剖

題
を
生
じ
さ
せ
、
多
く
の
調
査
研
究
が
必
要
と
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
語
奨
の
問
題
で
は
、
壽

の
漢
語
の
流
入
の
こ
と
が
あ
る
。
現
在
で
も
日
本

語
の
約
半
数
が
漢
語
で
あ
る
と
い
う
調
査
が
出
て

」
く
似
て
お
り
、
マ
ス
タ
ー
す
る
の
が
比
較
的
簡
単

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
九
よ
う
で
あ
る
。
現

在
、
同
志
社
大
学
に
留
学
し
て
き
て
い
る
学
生
の

う
ち
に
も
、
九
っ
た
の
六
力
月
で
日
常
の
会
話
に

は
困
ら
な
く
な
っ
九
と
い
う
も
の
も
い
る
。
特
派

い
る
。
朝
鴛
か
ら
の
借
用
も
あ
る
。
文
体
の
問

題
で
は
、
正
格
の
漢
文
か
ら
日
本
化
し
た
漢
文
へ

変
化
し
て
い
く
過
程
の
研
究
が
あ
り
、
表
記
の
問

題
で
は
漢
字
の
傑
用
法
に
お
け
る
巾
国
と
臼
本

で
の
ち
が
い
の
研
究
が
あ
る
こ
こ
に
も
朝
鱗

の
こ
と
を
中
鬮
と
日
本
の
問
に
人
れ
て
考
え
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
文
字
の
製
で
は
、
仮
名
が

漢
字
か
ら
出
来
九
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
万

葉
仮
名
や
カ
タ
カ
ナ
が
朝
鮮
の
吏
読
や
そ
の
略
体

と
関
係
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
一
般
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
は
、
現
在
の
私
の
研
究
の
状
況
で
は
な

多
く
は
今
後
の
私
の
研
究
の
課
題
で
あ
る

0

最
近
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が

、

盛
ん
に
な
っ
て
き
九
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
あ
り

か
た
い
こ
と
で
あ
る
。
中
国
や
韓
国
か
ら
の
留
学

生
の
研
究
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
埋
も

れ
か
け
て
い
る
明
治
大
正
時
代
の
優
れ
九
研
究
に

も
注
月
し
た
い
も
の
で
あ
る
0

(
女
子
大
学
専
任
講
師
)
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