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一

「
文
化
」
は
国
土
と
歴
史
と
の
所
産
で
あ
り
ま
す
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
民
族

の
血
と
運
命
と
が
創
り
あ
げ
る
生
存
の
す
が
た
で
あ
り
ま
す
。
民
族
と
は
こ
ゝ

で
は
狭
い
意
味
の
人
種
的
差
別
を
云
々
せ
ず
、
精
神
的
に
結
合
し
た
政
治
的

統
一
体
を
指
す
こ
と
と
し
、
や
が
て
は
、
国
民
の
名
に
於
て
全
く
等
質
の
文

化
圏
に
入
る
べ
き
複
合
民
族
を
も
意
味
す
る
も
の
と
考
へ
た
い
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
「
文
化
」
は
、
今
日
ま
で
、
い
は
ゆ
る
「
大
和
民
族
」

た
る
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
、
允
文
允
武
に
ま
し
ま
す
歴
代
の
天
皇
を
御
親
み
お
や
と

し
奉
り
、
世
界
を
「
家
」
と
な
す
遠
大
な
理
想
を
か
ゝ
げ
、
赤
子
た
る
の
光
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栄
と
本
分
と
を
忠
誠
の
臣
節
に
籠
め
て
、
ひ
た
す
ら
国
運
の
発
展
と
「
美うま
し

き
」 
国  

風 
く
に
ぶ
り

の
充
実
に
尽
し
て
来
た
、
そ
の
結
実
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
時
に
暗
雲
が
朝
威
を
覆
ひ
、
民
心
転
た
悄
然
た
る
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、

乱
れ
ゝ
ば
光
り
現
れ
、
犯
さ
れ
ゝ
ば
力
湧
き
起
る
神
の
国
の
、
昔
も
今
も
、

皇
運
こ
そ
天
地
と
と
も
に
窮
り
な
き
を
、
わ
れ
ら
固
く
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

　
な
に
よ
り
も
、
日
本
の
文
化
は
、
こ
の
揺
ぎ
な
き
国
体
と
歴
聖
相
継
が
せ

給
ふ
御
遺
訓
の
精
神
を
中
軸
と
し
、
大
和
民
族
独
特
の
性
情
に
根
ざ
す
天
衣

無
縫
の
着
想
を
、
営
々
三
千
年
に
亘
つ
て
積
み
重
ね
、
磨
き
あ
げ
た
創
作
な

の
で
あ
り
ま
す
。

　
大
陸
文
化
の
影
響
と
云
ひ
、
模
倣
と
云
ひ
、
そ
の
影
響
は
消
化
で
あ
り
、
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模
倣
は
吸
収
で
あ
つ
た
。
文
化
が
仮
り
に
侵
略
の
手
を
伸
ば
す
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
未
だ
わ
が
国
は
、
現
代
に
於
け
る
一
部
表
面
的
な
現
象
を
除
い

て
は
、
嘗
て
外
来
文
化
の
侵
略
に
委
せ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
文
化
は
高
き
よ
り
低
き
に
流
れ
る
の
が
常
と
は
云
へ
、
文
化
の
高
さ
な
る

も
の
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
の
標
準
に
よ
つ
て
計
ら
れ
た
の
で
す
。

　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
技
術
文
化
」
と
い
ふ
言
葉
も
あ
る
と
ほ
り
、
技
術
、

特
に
物
を
組
織
立
て
、
合
理
化
し
、
分
析
分
化
す
る
技
術
の
精
粗
、
巧
拙
を

以
て
文
化
の
優
劣
を
決
し
よ
う
と
す
る
見
方
が
あ
り
ま
す
。

　
法
律
の
制
定
、
交
通
網
の
整
備
、
教
育
施
設
の
充
実
、
学
問
の
系
統
立
て
、

国
防
力
の
統
一
、
生
産
手
段
の
合
理
化
な
ど
と
い
ふ
方
面
に
か
け
て
は
、
た

し
か
に
日
本
は
遅
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
方
か
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ら
云
へ
ば
、
久
し
い
間
鎖
国
政
策
に
よ
つ
て
、
政
治
的
に
も
、
経
済
的
に
も
、

そ
の
必
要
が
な
か
つ
た
か
ら
と
も
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
度
、
そ

れ
が
国
家
の
自
衛
及
び
発
展
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な

れ
ば
、
た
ち
ま
ち
、
僅
か
数
十
年
間
に
、
そ
れ
ら
の
点
に
か
け
て
優
越
を
誇

つ
て
ゐ
た
国
々
と
殆
ど
肩
を
並
べ
る
ま
で
に
な
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
点

で
は
、
遥
か
に
こ
れ
を
凌
駕
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
い
つ
た
い
ど
う
い
ふ
わ
け
か
と
云
へ
ば
、
い
は
ゆ
る
「
文
化
」
の

標
準
を
、
も
つ
と
別
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
即
ち
、
複
雑
な
組
織
を
作
る
代

り
に
な
る
べ
く
単
純
な
道
筋
で
用
を
足
し
、
合
理
化
に
努
め
る
よ
り
も
寧
ろ

道
義
化
に
意
を
用
ひ
、
分
析
分
化
に
浮
身
を
窶
さ
ず
し
て
綜
合
と
直
観
の
力

に
よ
つ
て
事
を
弁
ず
る
と
い
ふ
流
儀
が
、
測
ら
ず
も
、
他
の
流
儀
の
会
得
と
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利
用
を
容
易
な
ら
し
め
る
底
力
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
て
み
れ
ば
、
一
方
の
流
儀
か
ら
み
て
低
い
と
思
は
れ
た
「
文
化
」
は
、

そ
の
実
、
思
ひ
が
け
な
い
別
の
流
儀
の
、
し
か
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
相
当
に

高
い
「
文
化
」
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
解
る
も
の
に
は
解
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

　
わ
が
古
典
文
学
に
み
る
生
活
感
情
の
豊
か
さ
と
表
現
力
の
逞
し
さ
、
西
洋

で
は
ま
だ
や
つ
と
素
朴
な
手
法
の
物
語
が
生
れ
か
ゝ
つ
た
時
分
、
日
本
の
王

朝
時
代
に
は
既
に
、
「
源
氏
物
語
」
の
や
う
な
幽
玄
き
は
ま
る
小
説
文
学
が

創
り
出
さ
れ
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
で
す
。

　
韻
文
と
し
て
の
和
歌
や
俳
句
の
妙
境
は
比
較
を
絶
し
て
ゐ
る
と
は
云
へ
、

美
術
に
於
け
る
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
工
芸
の
粋
を
と
つ
て
み
れ
ば
、
日
本
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人
の
精
神
の
鋭
さ
、
深
さ
を
示
す
好
適
例
は
無
数
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
学
問
の
領
域
に
於
て
も
、
最
近
の
研
究
に
従
へ
ば
、
哲
学
の
如
き
抽
象
理

論
の
追
求
は
別
と
し
て
、
自
然
科
学
、
特
に
数
学
の
発
達
は
、
明
治
以
前
に

於
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
本
草
学
と
し
て
の
薬
草
の
採
集
、
観
察
、
実
験
の
価
値
な
ど
は
、
将
来
、

世
界
医
学
の
根
柢
を
覆
す
も
の
と
期
待
す
る
向
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
領
域
の
こ
と
は
、
私
は
受
売
り
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
確
信
を
も
つ

て
事
実
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
く
と
も
、
古
来
、
学
者
と
云

は
れ
る
人
物
の
日
本
的
特
性
を
考
へ
て
み
る
と
、
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と
は
、

彼
等
が
常
に
経
世
済
民
の
志
を
掲
げ
、
「
学
」
と
「
徳
」
と
「
芸
」
と
を
一

体
と
し
て
身
に
つ
け
、
更
に
「
文
」
を
業
と
し
つ
ゝ
も
、
「
武
」
の
道
を
も
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つ
て
心
の
備
へ
と
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
士
人
」
を
も
つ
て

常
に
自
ら
任
じ
て
ゐ
た
の
で
す
。

　
芸
術
の
分
野
に
も
う
一
度
帰
れ
ば
、
日
本
人
の
「
美
」
の
理
想
は
、
単
な

る
感
覚
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
必
ず
、
品
と
か
、
気
韻
と
か
、
風

格
と
か
い
ふ
、
つ
ま
り
倫
理
的
な
高
さ
を
求
め
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

絶
え
ず
、
自
然
の
形
式
的
模
倣
を
は
な
れ
て
、
自
然
そ
の
も
の
の
魂
に
直
入

し
、
客
観
の
微
を
す
て
ゝ
象
徴
の
裸
形
を
つ
か
む
時
、
は
じ
め
て
そ
れ
は
至

芸
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
い
は
ゞ
宗
教
味
を
帯
び
た
と
も
云
へ
る
ほ
ど
の
厳

粛
さ
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
ま
た
一
方
、
極
め
て
卑
近
な
庶
民
的
芸
術
の
宝
玉
が
、
さ
り
げ

な
い
顔
で
、
市
井
の
生
活
に
織
込
ま
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
日
本
独
得
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の
現
象
で
あ
り
ま
す
。
浮
世
絵
の
如
き
が
そ
の
一
例
で
す
。
多
く
の
工
芸
品

が
さ
う
で
す
。
今
日
、
「
下げ
手て
も
の
」
と
称
せ
ら
れ
る
、
嘗
て
は
誰
の
家
に

で
も
転
が
つ
て
ゐ
た
雑
用
器
物
の
美
的
価
値
は
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
、
如

何
に
無
意
識
に
美
し
き
も
の
を
愛
し
、
如
何
に
美
し
き
も
の
を
平
然
と
作
る

こ
と
に
秀
で
て
ゐ
た
か
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
日
本
文
化
の
最
も
重
要
な
特
質
は
、
前
に
も

触
れ
た
や
う
に
、
民
族
固
有
の
直
観
力
と
綜
合
性
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

は
単
に
、
芸
術
、
学
問
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
面
に
そ

れ
が
現
れ
て
ゐ
て
、
時
代
々
々
の
色
調
を
帯
び
な
が
ら
、
常
に
一
貫
し
た
生

活
様
式
の
独
自
な
発
展
を
促
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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衣
食
住
の
い
づ
れ
を
と
つ
て
み
て
も
、
ま
つ
た
く
世
界
に
類
の
な
い
形
態

と
、
そ
の
形
態
を
裏
づ
け
る
観
念
と
が
あ
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
な
か

で
成
長
し
、
そ
れ
に
応
ず
る
習
性
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
に
よ
つ
て
心
性
の
陶

冶
を
受
け
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
い
は
ゆ
る
洋
服
、
洋
食
、
洋
館
の
こ
れ
ほ
ど
普
及
し
た
今
日
に
於
て
さ
へ
、

一
方
、
和
服
は
決
し
て
廃
せ
ら
れ
ず
、
和
食
は
む
し
ろ
常
食
で
あ
り
、
畳
障

子
の
家
屋
は
住
み
よ
き
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
れ
は
た
ゞ
惰
性
が
さ
う
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
習
慣
と
云

つ
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
過
去
へ
の
執
著
と
し
て
軽
視
せ
ら
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
の
で
す
。

　
現
代
の
要
求
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
幾
多
の
不
合
理
や
不
便
が
あ
る
で
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せ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
知
り
つ
ゝ
、
な
ほ
か
つ
、
わ

れ
わ
れ
は
日
本
人
な
る
が
故
に
、
純
日
本
的
な
衣
食
住
の
様
式
に
心
惹
か
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
様
式
に
は
、
日
本
人
の
直
観
力
に
よ

る
生
活
理
想
の
追
求
が
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
綜
合
性
に
基
く
あ
ら
ゆ
る
生

活
機
能
の
統
一
融
合
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
例
へ
ば
、
紋
服
の
端
然
た
る
、
浴
衣
が
け
の
ざ
つ
く
ば
ら
ん
な
る
、
子
供

の
肩
あ
げ
の
あ
ど
け
な
き
、
白
足
袋
の
凜
と
し
た
る
、
な
ど
を
、
洋
服
の
場

合
に
は
ど
う
に
も
し
や
う
が
な
い
と
い
ふ
の
が
、
日
本
人
の
底
を
割
つ
た
感

情
で
す
。

　
ま
た
、
住
宅
に
つ
い
て
云
つ
て
み
て
も
、
床
の
間
ひ
と
つ
で
保
た
れ
る
中

心
の
重
み
と
安
定
、
茶
の
間
の
代
り
に
食
堂
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
あ
ま
り
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に
「
食
ふ
」
だ
け
の
た
め
の
部
屋
で
あ
り
す
ぎ
る
淋
し
さ
な
ど
、
日
本
人
で

な
け
れ
ば
わ
か
ら
ぬ
消
息
で
あ
り
ま
す
。

　
食
事
に
至
つ
て
は
、
ま
す
ま
す
こ
の
感
が
深
い
。
第
一
に
、
食
事
と
い
ふ

も
の
に
対
す
る
日
本
人
本
来
の
考
へ
方
が
、
西
洋
人
の
そ
れ
と
は
非
常
に
違

ふ
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
食
卓
で
の
神
へ
の
祈
り
と
い
ふ
も
の
は
あ

り
ま
す
が
、
日
本
人
に
は
、
日
本
人
固
有
の
食
生
活
精
神
と
い
ふ
も
の
が
あ

つ
て
、
食
前
に
「
戴
き
ま
す
」
と
云
ひ
、
食
後
に
「
御
馳
走
さ
ま
」
と
云
ふ

挨
拶
は
、
決
し
て
、
今
行
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
子
供
が
親
に
、
客
が
主
人

に
向
つ
て
の
み
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
も
つ
と
ひ
ろ
い
、
こ
の
「
食

物
」
を
わ
れ
に
与
へ
る
も
ろ
も
ろ
の
力
、
も
ろ
も
ろ
の
恵
み
に
対
す
る
深
い

感
謝
が
籠
め
ら
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
に
つ
れ
て
、
「
食
器
」
に
対
す
る
考
へ
方
も
、
ま
つ
た
く
ほ
か
の
国

々
に
は
み
ら
れ
な
い
厳
粛
で
温
か
み
の
あ
ふ
れ
た
も
の
で
す
。
茶
碗
と
箸
と

は
家
族
の
一
人
一
人
が
そ
れ
を
め
い
め
い
の
持
ち
物
と
し
て
、
恰
も
身
体
の

一
部
の
や
う
に
扱
ふ
こ
と
も
他
に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
食
器
の
一
つ

一
つ
は
、
形
と
云
ひ
、
色
彩
と
云
ひ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
と
、
そ
れ
を
用
ひ

る
人
の
人
柄
に
応
じ
て
変
化
を
極
め
、
や
ゝ
改
ま
つ
た
食
事
の
膳
立
を
み
れ

ば
、
献
立
の
配
合
の
妙
と
共
に
、
そ
れ
が
如
何
に
綜
合
の
美
に
富
ん
だ
、
日

本
の
生
活
の
縮
図
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
二
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西
洋
の
生
活
様
式
に
も
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
の
洗
煉
さ
れ
た
「
味
ひ
」

は
あ
り
ま
す
し
、
殊
に
、
近
代
文
明
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
一
種
快
適
な
雰

囲
気
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
主
と

し
て
、
物
質
本
位
の
、
個
人
々
々
の
享
楽
と
安
逸
を
目
的
と
し
た
人
工
的
、

技
術
的
な
部
分
の
浮
き
あ
が
つ
た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
生
活
の
技
術
と

い
ふ
こ
と
は
、
特
に
社
会
的
訓
練
を
経
た
個
人
生
活
の
規
律
と
、
集
団
を
対

象
と
し
た
生
産
と
消
費
と
の
関
係
の
調
整
な
ど
は
、
こ
れ
を
彼
に
学
ぶ
必
要

は
あ
り
ま
せ
う
。

　
し
か
し
、
少
く
と
も
家
族
を
単
位
と
し
た
「
家
」
の
生
活
様
式
は
、
「
家
」

の
伝
統
が
そ
こ
に
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
望

み
得
ら
れ
ぬ
ま
で
に
整
備
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
時
代
の
推
移
と
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共
に
、
表
面
的
な
改
革
や
刷
新
が
行
は
れ
よ
う
と
も
根
本
の
基
準
は
聊
か
も

動
か
し
て
な
ら
ぬ
も
の
と
私
は
信
じ
ま
す
。

　
そ
れ
ほ
ど
に
、
日
本
の
「
家
」
と
「
生
活
」
と
は
切
離
せ
ぬ
も
の
で
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
「
家
」
は
ま
た
、
日
本
文
化
の
一
つ
の
母
胎
で
あ
り
、
原
動

力
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
が
家
族
制
度
の
最
も
健
全
な
精
神
と
形
式
は
、
今
日

必
ず
し
も
一
般
に
受
け
つ
が
れ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
引
戻

し
て
本
来
の
面
目
に
帰
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
日
本
人
の
急
務
で
あ
り
、

新
し
い
国
民
文
化
建
設
の
基
礎
工
作
で
あ
り
ま
す
。

　
家
督
、
家
名
、
家
風
、
家
憲
な
ど
と
い
ふ
言
葉
に
現
れ
た
、
日
本
の
「
家
」

の
性
格
は
、
一
国
一
家
、
君
民
一
体
の
大
精
神
を
そ
の
血
液
の
な
か
に
宿
し
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て
ゐ
て
、
は
じ
め
て
光
輝
あ
る
伝
統
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
家
」
の
祭
り
は
国
の
祭
り
に
通
じ
、
家
の
名
誉
は
国
の
名
誉
に
つ
な
が
り
、

家
の
風
格
は 

国  

風 

く
に
ぶ
り

の
流
れ
に
添
ひ
、
家
の
掟
は
、
臣
民
の
道
に
も
と
づ
く

も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
か
う
し
て
、
日
本
の
「
家
族
」
は
、
家
長
を
中
心
と
す
る
国
土
の
一
単
位

と
な
り
、
子
孫
の
育
成
を
本
務
と
す
る
国
民
道
場
の
一
段
階
と
な
る
の
で
す
。

　
そ
こ
で
は
、
儀
式
と
起
居
と
団
欒
と
の
多
彩
な
生
活
環
境
の
う
ち
で
、
わ

れ
わ
れ
の
、
真
に
「
生
き
る
」
道
と
目
標
と
が
教
へ
ら
れ
、
両
親
の
膝
の
下

で
、
懇
ね
ん
ごろ
に
、
ま
た
厳
し
く
、
「
躾しつ
け
」
が
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
家
庭
に
お
け
る
「
躾
け
」
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
詳
し
く
述
べ
る

つ
も
り
で
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
は
国
民
錬
成
の
基
礎
と
も
な
る
べ
き
も
の

17



で
、
一
家
の
盛
衰
は
も
と
よ
り
、
一
国
の
消
長
に
す
ら
関
は
る
重
大
問
題
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
躾
け
」
の
見
事
な
効
果
は
、
単
に
個
人
と
家
の
風

格
を
高
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
国
の
あ
ま
た
の
社
会
現
象
、
特
に
時
代

の
風
俗
に
気
品
と
底
力
を
与
へ
、
文
化
水
準
の
高
さ
を
如
実
に
示
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
嘗
て
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
植
物
学
者
で
ツ
ン
ベ
ル
グ
と
い
ふ
な
か
な
か
眼
の

利
い
た
人
物
が
、
日
本
に
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
今
か
ら
三
百
年

前
の
昔
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
、
西
洋
人
と
云
へ
ば
、
東
洋
の
一
孤
島
日
本

に
つ
い
て
何
ほ
ど
の
知
識
も
持
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
ツ
ン
ベ
ル
グ
も
、
恐
ら
く

こ
ゝ
で
は
、
異
国
的
な
風
物
に
務
し
て
、
一
方
学
問
上
の
研
究
資
料
を
蒐
め
、

一
方
、
珍
し
い
土
産
話
で
も
仕
入
れ
よ
う
と
い
ふ
ぐ
ら
ゐ
の
気
持
で
、
は
る
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ば
る
海
を
渡
つ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
の
長
い
旅
を
し
て
み
て
、
彼
は
沿
道
の

景
色
に
見
と
れ
る
代
り
に
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
、
予
期
に
反
し
て
、
「
文

明
人
」
で
あ
る
こ
と
に
驚
嘆
の
声
を
放
ち
ま
し
た
。
彼
が
云
ふ
「
文
明
人
」

と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
単
に
未
開
野
蕃
の
徒
に
非
ず
と
い
ふ
意
味
よ
り
は
も
つ

と
強
い
、
「
立
派
な
文
化
を
も
つ
た
国
民
」
と
い
ふ
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
は
、

彼
の
道
中
の
日
記
を
読
め
ば
わ
か
り
ま
す
。

　
こ
ん
な
こ
と
は
、
ツ
ン
ベ
ル
グ
に
教
へ
ら
れ
な
く
て
も
わ
れ
わ
れ
は
承
知

し
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
頃
の
西
洋
人
で
、
さ
う
い
ふ
観
察
を
下
し
た
も
の
は

稀
で
あ
り
ま
す
。
主
と
し
て
、
日
本
の
民
衆
が
礼
儀
正
し
い
こ
と
、
嘘
を
云

は
ぬ
こ
と
、
「
矜
り
」
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
清
潔
を
愛
し
、
勇
気
を
尊
ぶ
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こ
と
、
外
国
人
の
野
心
を
見
抜
い
て
油
断
を
せ
ぬ
こ
と
、
学
問
に
対
す
る
尊

敬
と
好
奇
心
を
十
分
に
抱
い
て
ゐ
る
こ
と
、
美
し
い
も
の
に
敏
感
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
、
「
文
明
人
」
た
る
理
由
と
し
て
挙
げ
て
ゐ
る
の
で
す
。
こ
の
見

方
は
ま
こ
と
に
西
洋
人
ら
し
い
と
思
は
れ
ま
す
が
、
私
が
も
う
少
し
補
足
を

す
れ
ば
、
そ
し
て
も
つ
と
彼
が
直
観
的
に
感
じ
た
で
あ
ら
う
日
本
人
の
立
派

さ
は
、
き
つ
と
、
異
国
人
た
る
彼
自
身
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
日
本
人

の
物
腰
態
度
が
、
総
じ
て
物
柔
か
な
う
ち
に
も
凜
然
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

人
間
と
し
て
の
品
格
が
お
の
づ
か
ら
備
は
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

ひ
ま
す
。

　
一
国
の
文
化
を
は
か
る
尺
度
と
し
て
、
そ
の
国
民
の
物
腰
態
度
ぐ
ら
ゐ
正

確
で
端
的
な
も
の
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
物
腰
態
度
は
、
人
が
考

20日本文化の特質



へ
て
ゐ
る
以
上
に
、
そ
れ
は
「
家
」
そ
の
も
の
の
全
貌
で
あ
り
、
両
親
を
は

じ
め
、
子
供
の
「
躾
け
」
に
当
つ
た
人
々
の
意
志
と
好
み
と
が
反
映
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
日
本
文
化
の
綜
合
性
を
理
解
す
る
簡
単
な
一
例
と
し
て
、
私
は
、
「
嗜
み
」

と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
た
い
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
後
に
一
章
を

設
け
て
説
明
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
こ
の
「
嗜
み
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本

人
錬
成
の
理
想
を
示
し
た
も
の
で
、
常
に
知
情
意
の
円
満
な
調
和
的
発
達
を

目
指
し
、
「
嗜
み
」
が
深
い
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
も
う
、
道
徳
的
に
善
で
あ
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り
、
知
的
に
真
で
あ
り
、
ま
た
情
操
的
に
美
で
あ
る
と
い
ふ
条
件
を
完
全
に

備
へ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　
そ
の
面
白
い
ひ
と
つ
の
場
合
を
あ
げ
れ
ば
、
あ
る
人
物
が
物
を
云
ふ
時
、

わ
ざ
わ
ざ
妙
な
声
を
出
す
。
す
る
と
「
嗜
み
」
の
な
い
声
と
云
つ
て
こ
れ
を

嗤
ひ
ま
す
。
ど
う
い
ふ
わ
け
か
と
い
ふ
と
、
そ
の
声
は
、
い
か
に
も
場
所
柄

に
ふ
さ
は
し
く
な
い
、
馬
鹿
げ
た
、
頓
狂
な
、
ふ
ざ
け
た
声
で
あ
る
。
そ
の

人
物
の
徳
性
も
疑
は
れ
、
聡
明
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
か
つ
、
耳
に
快
く

響
か
な
い
と
い
ふ
三
拍
子
揃
つ
た
欠
点
を
暴
露
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

り
ま
す
。

「
嗜
み
」
は
元
来
、
訓
練
に
よ
つ
て
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

物
の
価
値
判
断
は
そ
の
勘
に
よ
つ
て
綜
合
的
に
働
き
、
そ
れ
が
つ
ま
り
、
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「
文
化
」
の
健
全
性
を
誤
り
な
く
識
別
す
る
基
準
と
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
更
に
日
本
文
化
の
特
色
と
し
て
、
包
容
性
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
、

同
化
力
が
強
い
と
い
ふ
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
同
化
は
必
ず
し
も
も
の
を
一

色
に
塗
り
あ
げ
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
異
質
的
な
形
態
を
そ
の
ま
ゝ
存
続
さ

せ
つ
ゝ
、
並
行
的
に
処
を
得
さ
せ
る
と
い
ふ
一
視
同
仁
の
同
化
力
で
あ
る
こ

と
で
す
。

　
外
国
文
化
の
摂
取
は
、
常
に
こ
の
包
容
性
と
同
化
力
に
よ
つ
て
、
日
本
の

国
土
を
豊
か
に
彩
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
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現
在
は
そ
の
形
が
最
も
極
端
に
な
つ
て
ゐ
て
、
風
俗
か
ら
云
つ
て
も
多
少

手
に
余
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
見
え
、
わ
が
国
文
化
の
将
来
を
危
惧
す
る
声
も

聞
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
た
し
か
に
、
欧
米
文
物
の
軽
率
な
模
倣
に
よ
る
の
で

あ
つ
て
、
外
見
は
ま
こ
と
に
醜
態
を
極
め
て
ゐ
る
わ
り
に
、
私
の
観
察
で
は
、

日
本
人
の
生
活
自
体
は
、
そ
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ほ
ど
動
揺
し

て
ゐ
な
い
と
信
じ
得
る
根
拠
が
あ
り
ま
す
。

　
第
一
は
、
西
洋
風
の
生
活
が
少
し
も
身
に
つ
い
て
ゐ
な
い
こ
と
で
す
。
こ

れ
が
実
は
伝
統
的
な
生
活
技
術
の
喪
失
と
と
も
に
、
風
俗
混
乱
と
悪
趣
味
横

行
の
大
き
な
原
因
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
反
省
の
機
会
が
あ
り
ま
せ

う
。
私
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
現
象
の
な
か
か
ら
、
「
西
洋
風
な
も
の
」
の
怪

し
げ
な
部
分
の
自
然
淘
汰
と
、
そ
の
う
ち
の
「
い
ゝ
も
の
」
を
消
化
し
き
つ
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て
、
ほ
ん
た
う
に
身
に
つ
け
る
努
力
と
が
生
れ
て
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
ゐ

る
の
で
す
。

　
特
に
、
「
洋
服
」
と
「
洋
館
」
と
は
、
今
後
、
集
団
生
活
の
発
展
と
と
も

に
、
益
々
こ
れ
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
ま
い
と
思
は
れ
ま
す
が
、
従
来
、
こ
の

点
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
研
究
は
甚
だ
杜
撰
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
そ
の
利

用
に
当
つ
て
払
は
る
べ
き
当
然
の
注
意
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
能
率

と
健
康
と
品
位
と
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
配
慮
が
著
し
く
欠
け
て
ゐ
ま

し
た
。
試
み
に
、
初
め
て
洋
服
を
着
る
男
な
り
女
な
り
が
、
誰
に
そ
の
正
し

い
着
方
を
習
ふ
か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
誰
も
教
へ
る
も
の
が
な
い
と
い
ふ
の

が
ま
づ
実
情
で
あ
り
ま
す
。
見
や
う
見
真
似
で
、
い
ゝ
加
減
な
着
方
を
す
る
。

そ
れ
を
ま
た
嗤
ふ
も
の
も
な
い
。
身
に
つ
く
道
理
が
あ
り
ま
せ
ん
。
和
服
の
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着
方
が
少
し
可
笑
し
け
れ
ば
き
つ
と
さ
う
云
つ
て
注
意
す
る
も
の
が
あ
る
筈

で
す
。
誰
よ
り
も
母
親
が
ま
づ
手
を
取
つ
て
教
へ
る
で
せ
う
。
そ
れ
は
知
識

よ
り
も
寧
ろ
習
慣
に
よ
つ
て
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
勘
が
働
く
や
う
で
な

け
れ
ば
、
生
活
の
機
能
と
い
ふ
も
の
は
完
全
に
そ
の
用
を
果
し
ま
せ
ん
。
日

本
の
「
洋
式
」
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
な
い
の

で
す
。

　
先
達
て
も
あ
る
学
校
で
、
式
の
最
中
、
多
数
の
生
徒
が
講
堂
で
脳
貧
血
を

起
し
て
倒
れ
ま
し
た
。
原
因
は
、
寒
い
か
ら
と
云
つ
て
窓
を
閉
め
き
つ
て
あ

つ
た
の
で
す
。
今
迄
こ
ん
な
こ
と
は
な
か
つ
た
の
だ
が
と
い
ふ
校
長
の
不
審

さ
う
な
顔
へ
、
一
人
の
教
師
が
興
味
の
あ
る
報
告
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
今
迄
は
、
講
堂
を
使
ふ
時
に
は
、
き
ま
つ
て
一
人
の
外
人
教
師
が
、
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自
分
で
廻
転
窓
を
開
け
て
廻
つ
た
も
の
だ
さ
う
で
す
。
そ
の
外
人
教
師
が
最

近
戦
争
の
勃
発
と
共
に
帰
国
し
た
、
そ
の
直
後
に
起
つ
た
事
件
が
こ
れ
だ
と

い
ふ
こ
と
が
そ
こ
で
や
つ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
純
洋
館
の
生
活
に
ま
だ
慣
れ

て
ゐ
な
い
日
本
人
の
、
自
分
で
そ
れ
ほ
ど
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
不
覚
が
、
結

局
こ
の
始
末
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
方
、
か
う
い
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
も
近
頃
の
話

で
す
が
、
支
那
か
ら
数
人
の
名
士
を
招
い
て
あ
る
団
体
が
交
歓
を
し
た
、
そ

の
節
、
一
夕
、
東
京
の
有
名
な
支
那
料
理
店
に
席
を
設
け
て
御
馳
走
を
出
し

た
と
こ
ろ
が
、
客
の
支
那
名
士
は
、
微
笑
を
た
ゝ
へ
て
、
主
人
側
の
日
本
人

に
向
ひ
、
「
大
変
お
い
し
い
日
本
料
理
で
す
ね
」
と
云
ひ
ま
し
た
。
支
那
料
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理
の
つ
も
り
だ
ら
う
が
、
一
向
支
那
料
理
ら
し
く
な
い
。
風
味
が
ま
る
で
違

つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
意
味
を
、
婉
曲
に
述
べ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
果
し
て
、
主
人
側
の
予
期
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
り
ま

せ
ん
が
、
か
う
い
ふ
現
象
も
往
々
に
し
て
起
り
得
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
日

本
人
の
同
化
力
の
例
外
的
な
現
れ
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

取
り
や
う
に
よ
つ
て
は
、
そ
れ
で
い
ゝ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
日
本

観
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
「
似に
而て
非ひ
」
な
る
も
の
の
存
在
を
極
度
に
排
斥

す
る
わ
れ
わ
れ
の
潔
癖
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
許
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
ふ
の
で
す
。

　
立
場
を
か
へ
て
、
西
洋
化
し
た
刺
身
や
、
支
那
臭
を
帯
び
た
味
噌
汁
な
ど

と
い
ふ
も
の
を
、
こ
れ
が
日
本
料
理
だ
と
云
つ
て
出
さ
れ
た
ら
、
恐
ら
く
箸
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を
取
る
気
に
も
な
れ
ま
す
ま
い
。
風
味
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
こ
に
は
、

な
に
か
、
冒
涜
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
に
通
じ
る
倫
理
的
な
不
純
さ
が
の
ぞ
い

て
ゐ
る
気
が
す
る
か
ら
で
す
。

　
努
め
て
及
ば
ざ
る
は
致
し
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
及
ば
ざ
る
こ
と

を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
知
つ
て
ゐ
る
以
上
、
相
手
を
弁
へ
た
ら
よ
か

ら
う
と
思
ふ
の
で
す
。

　
同
化
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
で
な
か
な
か
む
づ
か
し
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、

徒
ら
に
外
国
の
も
の
を
日
本
色
で
塗
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
支
那
料
理
は
、
支
那
料
理
を
好
む
も
の
、
支
那
料
理
の
味
が
わ
か
る
も
の

が
食
べ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
或
は
ま
た
、
日
本
料
理
の
な
か
へ
支
那
料
理
風
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の
も
の
を
採
入
れ
て
、
一
品
異
国
色
を
調
和
を
破
ら
な
い
程
度
に
混
ぜ
る
こ

と
も
面
白
い
で
せ
う
。
し
か
し
、
純
正
な
支
那
料
理
を
、
日
本
人
の
あ
ま
り

舌
の
利
か
な
い
口
に
も
合
ふ
や
う
に
改
悪
し
て
、
こ
れ
が
支
那
料
理
だ
と
誇

称
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
、
日
本
人
ら
し
く
な
い
無
神
経
な
や
り
方
で
は
あ

り
ま
す
ま
い
か
。
こ
れ
を
「
は
し
た
な
い
」
と
い
ふ
言
葉
で
現
し
ま
す
。

「
嗜
み
」
を
欠
く
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　
西
洋
料
理
に
つ
い
て
も
同
断
で
す
。
如
何
は
し
い
洋
食
の
氾
濫
は
、
ま
つ

た
く
無
き
に
如
か
ぬ
と
私
は
常
に
感
じ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
た
ゞ
、

洋
食
の
「
ま
が
ひ
」
だ
と
い
ふ
不
体
裁
に
加
へ
て
、
日
本
人
の
味
覚
を
著
し

く
台
な
し
に
す
る
曲
者
で
す
。
こ
ん
な
も
の
を
平
気
で
食
つ
て
ゐ
る
と
、
ち

や
ん
と
し
た
日
本
料
理
の
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
は
請
合
ひ
で
す
。
洋
食
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に
も
料
理
屋
風
の
調
理
と
、
家
庭
風
の
調
理
と
が
あ
り
ま
す
。
公
式
の
献
立

と
略
式
の
そ
れ
と
が
あ
り
ま
す
。
安
く
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
家
庭
風
の

料
理
を
、
略
式
の
献
立
で
出
せ
ば
い
ゝ
の
で
す
。
さ
う
い
ふ
こ
と
を
し
て
ゐ

る
洋
食
屋
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
風
の
ラ
ン
チ
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
ん
な
寒
々
と
し
た
事
務
的
な
食
事
は
、
日
本
人
の
胃
の
腑
を
満
足
さ

せ
は
し
ま
せ
ん
。
さ
う
か
と
思
ふ
と
、
き
ま
つ
た
安
い
値
段
の
定
食
に
、
馬

鹿
々
々
し
い
儀
式
用
の
献
立
を
摸
し
た
皿
数
を
つ
け
る
。
従
つ
て
ど
の
皿
も

満
足
に
食
へ
る
皿
は
な
い
の
で
す
。
か
う
い
ふ
西
洋
式
の
採
入
れ
方
は
、
日

本
人
の
恥
辱
で
あ
り
、
大
き
な
損
失
で
す
。
滑
稽
で
、
殺
風
景
で
、
が
さ
つ

を
極
め
た
現
代
風
俗
の
一
例
が
こ
ゝ
に
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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五

　
お
よ
そ
、
風
俗
を
乱
し
、
生
活
を
歪
め
、
国
民
の
品
位
を
傷
つ
け
、
惹
い

て
は
そ
の
実
力
を
低
下
さ
せ
る
最
大
の
原
因
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
、
「
好
い

加
減
な
と
こ
ろ
で
間
に
合
せ
て
お
く
」
と
い
ふ
、
い
は
ゞ
、
最
善
を
尽
し
て

な
ほ
及
ば
ざ
る
を
慣
れ
る
精
神
の
欠
如
だ
と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
「
間
に
合
せ
」

主
義
は
、
事
急
を
要
す
る
問
題
が
次
々
に
起
つ
て
来
て
、
そ
れ
を
処
理
す
る

の
に
絶
え
ず
忙
殺
さ
れ
て
ゐ
た
結
果
で
、
眼
前
の
事
態
に
の
み
気
を
取
ら
れ

る
余
裕
の
な
さ
を
語
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
世

間
普
通
の
こ
と
に
な
つ
て
、
誰
も
怪
し
む
も
の
が
な
い
と
い
ふ
風
潮
は
、
決

し
て
さ
う
い
ふ
口
実
に
よ
つ
て
救
は
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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「
行
き
当
り
ば
つ
た
り
」
は
概
ね
「
や
つ
つ
け
仕
事
」
を
生
み
、
臨
時
の
処

置
は
、
常
に
い
は
ゆ
る
「
バ
ラ
ッ
ク
」
式
な
も
の
を
作
り
あ
げ
、
そ
の
場
を

切
り
ぬ
け
さ
へ
す
れ
ば
、
あ
と
は
ど
う
に
か
な
る
と
い
ふ
姑
息
な
気
持
を
増

長
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
「
通
用
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
「
ま
あ
な
ん
と

か
間
に
合
ふ
」
こ
と
で
あ
り
、
「
間
に
合
ひ
」
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
の
物
事
の

真
の
価
値
は
、
専
ら
第
二
と
し
て
、
あ
ま
り
重
要
と
は
考
へ
な
い
と
い
ふ
、

極
め
て
安
易
な
態
度
を
自
他
と
も
に
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
国
民
全
体
の
か
う
い
ふ
生
活
態
度
は
、
国
政
の
運
用
と
相
俟
つ
て
、
日
本

の
現
代
文
化
に
、
ひ
と
つ
の
憂
ふ
べ
き
空
隙
を
生
ぜ
し
め
た
と
、
私
は
信
じ

ま
す
。

　
い
ろ
い
ろ
の
事
情
で
、
十
分
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
ふ
場
合
、
わ
れ
わ
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れ
は
す
ぐ
に
「
我
慢
を
す
る
」
と
い
ふ
の
で
す
が
、
そ
の
「
我
慢
」
を
す
る

に
も
、
我
慢
の
し
か
た
が
あ
り
ま
す
。
先
づ
第
一
に
、
「
十
分
な
こ
と
」
と

は
、
何
を
指
す
の
か
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
正

し
い
理
想
を
指
す
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
な
ら
、
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
、
何
が
足
り
な
い
か
を
考
へ

る
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
往
々
、
「
物
」
乃
至
「
金
」
の
不
足
を
第
一
に
挙

げ
は
し
な
い
で
せ
う
か
。
そ
の
次
に
は
、
「
時
間
」
の
不
足
で
あ
り
ま
せ
う
。

そ
こ
で
、
そ
の
不
足
を
、
な
ん
で
補
ふ
か
と
い
ふ
、
最
も
肝
腎
な
と
こ
ろ
へ

来
る
と
、
も
は
や
、
「
理
想
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
、
現
実
の
低
い
要
求
の
み

を
頭
に
お
き
、
「
間
に
合
ふ
程
度
で
我
慢
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
と
云
へ
ば
、
物
と
金
と
時
間
と
の
不
足
を
、
最
大
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限
に
補
ふ
工
夫
と
努
力
、
即
ち
、
肉
体
と
精
神
と
に
よ
る
人
間
能
力
の
最
高

度
の
発
揮
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
ま
り
問
題
に
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
「
ど

う
せ
物
が
な
い
」
、
「
ど
う
せ
金
が
な
い
」
、
「
ど
う
せ
時
間
が
な
い
」
と

い
ふ
や
う
な
、
諦
め
と
も
捨
鉢
と
も
云
へ
る
気
分
が
先
に
立
つ
て
、
飽
く
ま

で
最
善
を
尽
す
張
合
を
失
ふ
と
い
ふ
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
ゝ
が
非
常
に

危
険
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
傾
向
か
ら
、
二
つ
の
悲
し
む
べ
き
現
象
が
生
じ
ま
す
。

　
一
つ
は
、
「
な
ん
で
も
か
ま
は
ぬ
。
損
を
し
さ
へ
し
な
け
れ
ば
い
ゝ
」
と

い
ふ
責
任
の
が
れ
、
一
つ
は
、
「
出
来
る
だ
け
苦
労
を
し
な
い
で
、
う
ま
い

汁
を
吸
は
う
」
と
い
ふ
射
倖
心
理
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
こ
ま
で
は
い
か
ぬ
と
し
て
も
、
こ
の
傾
向
は
、
多
く
の
場
合
、
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一
種
の
現
実
主
義
と
結
び
つ
い
て
、
文
化
感
覚
の
麻
痺
を
促
し
、
当
面
の
問

題
に
対
し
て
功
利
的
な
判
断
し
か
加
へ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
点
で
性
急

に
安
全
な
効
果
を
ね
ら
ふ
あ
ま
り
、
最
も
「
卑
俗
な
」
手
段
を
最
善
の
手
段

と
み
な
す
鼻
息
の
荒
い
「
実
行
家
」
を
輩
出
せ
し
め
ま
す
。

　
こ
れ
が
抑
も
、
一
世
を
挙
げ
て
、
風
俗
の
悪
化
、
文
化
の
低
調
を
招
く
著

し
い
原
因
で
な
く
て
な
ん
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
明
治
以
来
の
「
間
に
合
せ
」
主
義
が
、
現
在
の
国
民
生
活
を
あ
る
面
に
於

て
甚
だ
し
く
脆
弱
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
事
実
を
考
へ
た
な
ら
ば
、
こ
の
時
局

下
に
於
て
、
物
資
の
欠
乏
と
労
力
の
不
足
と
を
忍
び
、
更
に
こ
れ
を
な
ん
ら

か
の
方
法
に
よ
つ
て
補
ふ
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
お
な
じ
く
「
間
に
合
せ

る
」
覚
悟
を
し
、
そ
の
実
践
を
励
む
に
し
て
も
、
決
し
て
「
好
い
加
減
な
と
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こ
ろ
で
我
慢
を
し
」
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
飽
く
ま
で
も
、
国
民
と
し
て
の
矜

り
を
堅
持
し
、
戦
時
生
活
を
見
事
に
強
化
す
る
理
想
を
掲
げ
、
「
あ
る
も
の

で
間
に
合
せ
る
」
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
進
ん
で
わ
れ
わ
れ
の
美
風
を
日
常
衣

食
の
間
に
生
か
し
、
醇
乎
た
る
「
無
駄
な
き
余
裕
あ
る
生
活
」
の
伝
統
に
か

へ
り
、
如
何
な
る
事
態
に
立
ち
至
ら
う
と
も
、
同
胞
互
に
一
椀
の
食
を
悠
々

分
ち
合
ふ
悦
び
と
意
義
と
を
、
今
日
只
今
か
ら
、
国
民
す
べ
て
の
胸
に
し
つ

か
り
と
植
ゑ
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

　
為
政
者
の
「
我
慢
を
せ
よ
」
と
い
ひ
、
「
間
に
合
せ
よ
」
と
い
ふ
言
葉
を
、

国
民
は
、
殊
に
青
年
は
、
文
字
ど
ほ
り
に
受
け
と
つ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
に
は
、
む
ろ
ん
、
「
い
た
は
り
」
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
し

か
し
、
日
本
の
将
来
は
　
　
日
本
の
飛
躍
と
興
隆
と
は
、
決
し
て
、
そ
ん
な
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「
生
ぬ
る
い
」
消
極
的
な
態
度
に
よ
つ
て
約
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
日
本
の
現
代
文
化
は
、
し
か
し
、
前
に
述
べ
た
や
う
な
、
卑
俗
な
現
象
ば

か
り
で
成
り
立
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
国
民
の
健
康
な
常
識
は
、
お
ほ
か
た
こ
れ
を
軽
蔑
し
、
嘲
笑
し
、
憎
ん
で

さ
へ
ゐ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
知
ら
ず
識
ら
ず
、
そ
れ
に
慣
れ
、
無
反
応

に
な
り
、
や
が
て
は
、
か
う
い
ふ
も
の
か
と
諦
め
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
な
ら
、
何
処
に
わ
れ
わ
れ
の
美
し
い
歴
史
と
、
誇
る
べ
き
伝
統
が
あ

る
の
で
せ
う
。

　
近
代
風
な
街
の
何
処
を
み
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
や
う
に
思

は
れ
ま
す
。
す
る
と
古
典
的
な
、
格
式
を
保
つ
た
日
本
の
「
家
」
の
光
景
が

眼
に
浮
び
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
大
都
会
に
も
探
せ
ば
あ
る
で
せ
う
。
地
方
の
小
都
市
に
は
、
そ

れ
で
も
旅
行
者
の
眼
に
つ
く
ほ
ど
残
つ
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
、
最
も
普
通
に
、

そ
こ
に
も
か
し
こ
に
も
し
つ
か
り
と
根
を
張
つ
て
ゐ
る
の
は
、
都
会
を
離
れ

た
農
村
だ
と
私
は
思
ひ
ま
す
。

　
痛
ま
し
く
荒
れ
朽
ち
た
農
家
を
み
る
の
は
、
都
会
の
い
は
ゆ
る
貧
民
窟
を

み
る
よ
り
心
淋
し
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
い
く
ら
か
の
立
木
に
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囲
ま
れ
た
お
つ
と
り
と
し
た
旧
家
の
、
広
く
は
な
く
て
も
掃
き
清
め
ら
れ
た

中
庭
に
面
し
て
、
大
根
や
柿
な
ど
を
軒
に
吊
し
た
日
当
り
の
い
ゝ
母
屋
の
縁

に
、
孫
の
守
り
を
し
な
が
ら
糸
を
紡
い
で
ゐ
る
一
人
の
老
婆
の
、
静
ま
り
返

つ
た
姿
な
ど
を
ふ
と
み
か
け
る
と
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
私
は
、
頭
が
さ
が
り
、

胸
が
熱
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
な
ん
と
説
明
の
し
や
う
も
な

い
日
本
の
「
家
」
の
香
り
が
漂
つ
て
ゐ
て
、
歴
史
の
尊
さ
と
い
ふ
や
う
な
も

の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
の
光
明
で
あ
り
ま
す
。

　
か
う
い
ふ
「
家
」
な
ら
、
現
代
の
日
本
に
は
、
ま
だ
数
限
り
な
く
存
在
す

る
筈
で
す
。
こ
れ
が
日
本
の
強
み
だ
と
は
云
へ
ま
す
ま
い
か
。

　
日
本
の
農
村
が
国
の
力
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
た
ゞ
、
そ
こ
が
主
な
食
糧
の
生
産
場
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
最
も
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数
多
い
壮
丁
の
健
康
な
培
養
地
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
農
本
国
家
と
称
せ
ら
れ

る
意
味
も
亦
、
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
が
、
そ
れ
と
い
ふ
の

も
、
ひ
と
つ
に
は
、
精
神
的
な
面
で
、
農
村
に
は
、
わ
が
国
の 

国  

風 

く
に
ぶ
り

な
る

も
の
が
し
つ
か
り
植
ゑ
つ
け
ら
れ
、
日
本
の
「
家
」
の
伝
統
が
比
較
的
完
全

に
保
た
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
す
。

　
か
ゝ
る
「
家
」
の
伝
統
は
、
郷
土
の
伝
統
と
結
び
つ
き
、
郷
土
愛
は
祖
国

愛
へ
の
発
展
過
程
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
日
本
人
の
愛
国

心
は
、
祖
先
崇
拝
の
念
を
経
と
し
、
勤
皇
の
志
を
緯
と
す
る
、
国
土
へ
の
献

身
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
七
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「
献
身
」
と
云
へ
ば
、
「
家
」
を
中
心
と
し
て
の
営
み
の
な
か
に
、
最
も
日

本
的
と
云
は
れ
る
「
献
身
」
の
ひ
と
つ
の
姿
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
母
と
し
て
、
妻
と
し
て
の
「
女
性
」
で
あ
り
ま
す
。

「
日
本
の
母
」
と
い
ふ
言
葉
が
近
頃
使
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
世
界
に

類
を
見
な
い
「
母
」
と
し
て
の
日
本
女
性
の
偉
大
さ
を
讃
へ
た
も
の
で
あ
り

ま
せ
う
。
こ
れ
は
も
う
普
通
に
云
ふ
「
母
性
愛
」
な
ど
を
指
す
の
で
は
な
く
、

一
方
、
本
能
的
と
云
へ
ば
云
へ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
上
に
、

「
家
」
の
精
神
の
ひ
た
む
き
な
実
践
で
あ
り
、
多
く
は
無
意
識
な
が
ら
、
国

の
宝
へ
の
命
が
け
の
奉
仕
と
で
も
云
ひ
得
る
、
崇
高
な
悲
願
な
の
で
あ
り
ま

す
。
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日
本
の
家
庭
は
子
供
の
天
国
だ
な
ど
と
、
外
国
人
は
云
ひ
ま
す
。
こ
の
母

が
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
は
外
国
人
の
見
方
で
あ
る
と
同
時
に
、

現
代
の
日
本
家
庭
の
、
い
く
ぶ
ん
「
子
供
本
位
」
の
履
き
違
ひ
を
諷
刺
し
た

言
葉
と
も
受
け
と
れ
ま
す
。

　
母
の
子
供
へ
の
献
身
は
、
妻
の
夫
へ
の
献
身
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
た
、
男
女
同
権
、
夫
婦
平
等
を
称
へ
る
西
洋
人
に
は
も
ち
ろ
ん
、
男

尊
女
卑
の
思
想
に
養
は
れ
た
東
洋
の
他
の
国
々
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
で

あ
り
ま
せ
う
。

　
な
ぜ
な
ら
、
「
献
身
」
は
必
ず
し
も
尊
卑
の
関
係
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
私
を
滅
し
た
愛
の
悲
壮
な
す
が
た
で
も
あ
り
得
る
か
ら
で
す
。
こ
れ

ま
た
、
夫
と
い
ふ
男
性
に
対
す
る
女
性
た
る
妻
の
愛
情
だ
け
で
は
説
明
の
つ
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き
か
ね
る
、
な
に
か
超
個
人
的
な
、
夫
の
背
後
に
あ
る
、
よ
り
大
き
な
も
の

に
対
す
る
奉
仕
を
含
ん
で
ゐ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
「
家
」

で
あ
り
、
「
国
」
で
あ
り
、
従
つ
て
、
夫
の
「
仕
事
」
で
あ
り
ま
す
。

　
か
う
い
ふ
根
本
的
な
こ
と
は
、
ど
う
か
す
る
と
た
ゞ
風
習
と
し
て
、
ま
つ

た
く
自
覚
の
外
に
、
た
ゞ
形
と
し
て
世
代
か
ら
世
代
に
伝
へ
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
形
は
時
と
し
て
破
れ
易
く
、
ま
た
そ
の
形
は
単
に
形

と
し
て
残
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
多
く
の
他
の
風
俗
的

現
象
と
と
も
に
、
因
襲
と
し
て
価
値
な
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
が
ち
な
所
以
で

あ
り
ま
す
。

　
現
代
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
伝
統
の
危
機
と
も
云
へ
る
の
で
す
が
、
ま
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た
そ
れ
だ
け
に
、
慣
例
の
名
目
で
少
か
ら
ぬ
陋
習
が
「
家
」
の
生
活
の
な
か

に
は
び
こ
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
陋
習
は
、
或
は
迷
信
に
属
す
る
も
の
、
或
は
家
長
の
越
権
に
基

く
も
の
、
い
は
ゆ
る
家
族
個
人
主
義
と
称
せ
ら
る
べ
き
も
の
、
老
人
の
偏
見

狭
量
に
よ
る
も
の
、
な
ど
、
様
々
な
原
因
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

主
と
し
て
、
「
家
」
の
精
神
の
歪
曲
と
伝
統
の
形
骸
化
に
帰
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
打
破
し
、
是
正
す
る
方
法
と
し
て
、
徒
ら
に

合
理
主
義
を
採
る
こ
と
は
、
更
に
新
た
な
危
険
を
は
ら
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
「
家
」
の
観
念
は
、
日
本
の
「
国
家
」
観
念
と
同
様
、
そ
の
最

も
健
全
な
本
源
に
遡
つ
て
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、
今
日
の
合
理
的
立
場
な
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る
も
の
と
相
容
れ
る
筈
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
宿
命
」
が
あ
り
、
「
信
仰
」

が
あ
り
、
「
血
液
」
の
神
秘
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
家
族
内
に
於
け
る
新
旧
思
想
の
衝
突
と
は
、
嘗
て
屡
々
口
に
さ
れ
た
こ
と

で
あ
り
ま
す
が
、
個
々
の
特
別
な
場
合
を
除
い
て
、
多
く
は
、
「
若
い
合
理

派
」
が
、
年
長
の
保
守
的
非
合
理
派
と
対
し
た
結
果
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
八

「
家
」
の
観
念
を
基
礎
と
し
た
様
々
な
現
象
が
、
日
本
文
化
の
特
色
の
一
つ

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
道
」
の
思
想
に
貫
か
れ
た
日
本
人
の
常
住
坐
臥
の
法
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則
も
ま
た
、
文
化
的
に
み
て
、
異
色
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
道
」
と
い
ふ
言
葉
の
用
法
は
実
に
広
く
、
い
ち
い
ち
例
を
挙
げ
て
説
明
を

す
れ
ば
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
ゝ
で
云
ふ
「
道
」
と
は
、
か
の
「
武
道
」

を
は
じ
め
と
し
て
「
書
道
」
「
茶
道
」
「
華
道
」
な
ど
に
至
る
、
精
神
と
技

術
と
の
一
体
観
に
基
く
修
練
の
本
義
を
指
す
の
で
す
。

　
外
国
に
は
「
武
器
を
操
作
す
る
技
術
」
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

を
、
「
武
術
」
と
い
ふ
名
で
さ
へ
一
括
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
「
武

術
」
か
ら
一
歩
を
進
め
て
、
「
武
道
」
と
称
す
る
日
本
人
の
真
意
は
到
底
汲

む
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
「
書
法
」
は
あ
る
が
「
書
道
」

は
な
く
、
特
に
、
「
茶
道
」
「
華
道
」
に
至
つ
て
は
、
ま
つ
た
く
日
本
人
独

得
の
生
活
観
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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「
道
」
の
到
り
つ
く
と
こ
ろ
は
、
何
れ
の
「
道
」
に
於
て
も
人
間
の
完
成
で

あ
り
、
生
活
の
充
実
で
あ
り
ま
す
。
技わざ
を
練
る
と
同
時
に
、
肚はら
が
で
き
、
人

間
が
大
き
く
な
る
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
果
し
て
そ
の
と
ほ
り
い
く
か
ど
う
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
理
想
は
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
の
で
す
。

「
武
道
」
は
「
武
士
道
」
と
は
違
ひ
ま
す
が
、
勝
負
を
決
す
る
精
神
と
技
術

で
あ
り
、
「
武
の
道
」
と
云
へ
ば
、
必
ず
し
も
「
武
道
」
そ
の
も
の
を
指
し

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
「
文
の
道
」
に
対
し
て
、
戦
時
の
用
意
を
意
味
す
る
も

の
と
解
せ
ら
れ
ま
す
。
従
つ
て
、
文
武
両
道
は
、
武
士
の
最
高
の
教
養
と
さ

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
武
士
に
非
ざ
る
も
の
も
、
一
朝
事
あ
る
時
の
覚
悟
と
し

て
、
「
武
の
道
」
は
少
く
と
も
胆
力
と
し
て
こ
れ
を
練
る
の
が
真
の
日
本
人
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で
あ
り
ま
し
た
。

「
書
道
」
「
茶
道
」
「
華
道
」
、
す
べ
て
「
芸
道
」
の
う
ち
に
は
ひ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
「
芸
道
」
は
、
男
女
と
も
に
、
そ
の
余
裕
あ
る
も
の
は
、
「
嗜

み
」
と
し
て
い
く
ぶ
ん
づ
つ
は
身
に
つ
け
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
ぞ
れ
専
門
の
師
匠
が
あ
つ
て
、
深
く
そ
の
道
に
入
る
に
従
つ
て
、
「
免
許
」

と
い
ふ
も
の
が
授
け
ら
れ
ま
す
。

　
い
づ
れ
も
、
多
く
の
流
派
を
生
み
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
や
ゝ
そ
の
区
別

が
混
沌
と
し
て
ゐ
ま
す
。

　
元
来
、
こ
れ
ら
の
芸
道
は
、
日
常
生
活
の
儀
式
化
、
娯
楽
化
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
茶
道
華
道
は
、
有
閑
階
級
の
社
交
に
利
用
せ
ら
れ
る

傾
き
が
多
く
、
そ
の
「
道
」
た
る
の
精
神
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
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は
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
発
展
の
歴
史
を
遡
れ
ば
、
「
道
」
と
し
て
の
神
髄
を
発
揮

し
、
日
本
人
の
生
活
の
豊
か
な
象
徴
と
し
て
、
日
常
起
居
の
規
範
と
な
つ
た

こ
と
を
も
見
逃
し
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
茶
道
」
の
い
は
ゆ
る
「
和
敬
静
寂
」
の
精
神
の
如
き
は
、
日
本
的
な
個
人

生
活
の
理
想
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

　
そ
れ
は
と
に
か
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
芸
道
」
の
心
は
、
日
本
人
の
生

活
面
を
通
じ
て
、
様
々
な
影
響
と
支
配
と
の
跡
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
一
般
に
「
趣
味
」
と
云
は
れ
る
、
本
職
本
業
以
外
の
、
例
へ
ば
、
読
書
で

あ
る
と
か
、
音
楽
で
あ
る
と
か
、
手
細
工
で
あ
る
と
か
、
更
に
、
今
日
で
は

50日本文化の特質



体
育
の
部
類
に
入
れ
ら
れ
る
登
山
、
ハ
イ
キ
ン
グ
、
運
動
と
娯
楽
の
中
間
に

位
す
る
ゴ
ル
フ
、
玉
突
、
さ
て
は
、
碁
将
棋
、
マ
ー
ヂ
ヤ
ン
の
室
内
競
技
に

至
る
ま
で
の
「
余
暇
利
用
法
」
は
、
概
ね
、
誰
で
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
や
二

つ
は
、
深
い
浅
い
の
程
度
は
あ
つ
て
も
こ
れ
を
も
つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
あ
り

ま
す
ま
い
。

　
そ
の
「
趣
味
」
が
少
し
昂
じ
て
来
て
、
技
術
的
に
も
腕
を
あ
げ
よ
う
と
い

ふ
野
心
が
生
じ
て
来
る
と
、
そ
れ
は
も
う
趣
味
の
領
域
か
ら
脱
け
出
す
こ
と

に
な
り
、
ま
た
、
同
じ
趣
味
で
も
、
技
術
よ
り
精
神
を
尊
ぶ
と
い
ふ
や
う
な

行
き
方
も
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
下
手
の
横
好
き
が
許
さ
れ
、
「
暇
つ
ぶ
し
」

と
自
ら
称
し
つ
ゝ
、
そ
れ
に
没
頭
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
悠
々
自
適
の
快
を
味

ふ
と
か
、
自
ら
孤
独
の
境
を
楽
し
む
と
か
、
更
に
、
隠
忍
風
雲
を
待
つ
と
い
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ふ
や
う
な
精
神
的
満
足
を
得
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
手
狭
な
住
居
の
そ
こ
こ
ゝ
を
利
用
し
て
、
丹
念
に
盆
栽
の
鉢
を
並
べ
る
人

々
の
心
境
は
、
西
洋
で
の
草
花
の
鉢
を
窓
辺
に
飾
る
そ
れ
と
は
全
く
違
つ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。

「
趣
味
」
が
「
道
楽
」
と
な
る
場
合
、
そ
の
極
端
は
こ
れ
ま
た
、
何
を
す
る

に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
道
楽
」
と
呼
び
得
る
限
り
、
単
な
る
「
趣
味
」
で
は

事
足
り
ず
、
心
身
と
も
に
こ
れ
に
投
じ
て
悔
い
な
い
状
態
で
す
。
「
道
楽
」

と
云
へ
ば
人
聞
き
が
悪
い
や
う
で
も
あ
り
、
ま
た
自
ら
卑
下
し
た
こ
と
に
も

な
る
と
い
ふ
微
妙
な
語
感
を
も
つ
た
言
葉
で
、
し
か
も
、
一
脈
、
そ
れ
に
徹

し
て
ゐ
る
矜
り
の
や
う
な
も
の
が
言
外
に
匂
ふ
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
「
道だう
」

の
一
字
が
、
ど
こ
と
な
く
神
聖
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
自
ら
慰
め

52日本文化の特質



る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
は
れ
ま
す
。
事
実
、
釣
道
楽
、
食
道
楽
、
勝

負
道
楽
な
ど
と
、
こ
の
種
の
道
楽
は
、
世
界
の
ど
こ
に
で
も
通
用
し
さ
う
で

す
が
、
日
本
人
の
場
合
は
、
屡
々
一
種
の
哲
学
め
い
た
も
の
を
用
意
し
て
、

よ
か
れ
悪
し
か
れ
、
人
を
煙
に
巻
く
と
い
ふ
や
り
方
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
九

　
風
習
の
上
に
現
れ
た
日
本
文
化
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、
私
は
、
「
贈
物

」
、
近
頃
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば
「
贈
答
」
に
つ
い
て
考
へ
て
み
た
い
と
思
ひ

ま
す
。

　
徒
然
草
に
、
「
よ
き
友
三
あ
り
、
一
に
は
、
物
く
る
る
友
」
と
い
ふ
文
句
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が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
日
本
人
ぐ
ら
ゐ
物
を
や
つ
た
り
貰
つ
た
り
す
る

こ
と
の
好
き
な
国
民
は
な
い
や
う
で
す
。
こ
の
点
、
昔
も
今
も
変
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
こ
ゝ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
人
の
こ
の
風
習
は
、
昔
と

今
と
、
非
常
に
そ
の
精
神
が
変
つ
て
来
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

　
な
か
に
は
む
ろ
ん
、
古
人
の
心
を
心
と
し
て
、
や
る
に
も
貰
ふ
に
も
、
昔

の
仕
来
り
を
守
つ
て
ゐ
る
ゆ
か
し
い
人
々
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
形
式
的

な
「
お
義
理
」
と
し
て
か
、
ま
た
は
、
打
算
的
な
「
附
け
届
け
」
と
し
て
で

あ
り
ま
し
て
、
真
に
同
じ
も
の
を
分
け
合
ふ
気
持
な
ど
は
、
め
つ
た
に
見
ら

れ
な
い
と
い
ふ
有
様
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
日
本
人
は
ま
だ
、
義
理
で
も
打
算
で
も
な
い
、
た
ゞ

単
に
気
前
を
見
せ
る
と
か
、
相
手
の
驚
き
喜
ぶ
顔
を
見
た
い
と
か
い
ふ
、
単
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純
で
か
つ
不
思
議
な
心
理
か
ら
、
無
暗
に
相
手
か
ま
は
ず
物
を
や
り
た
が
り
、

ま
た
、
貰
ふ
方
で
も
わ
り
に
平
気
で
そ
れ
を
受
け
と
る
と
い
ふ
風
が
、
そ
ん

な
に
珍
し
く
は
な
い
の
で
す
。

　
外
国
人
に
は
よ
ほ
ど
こ
れ
が
不
可
解
と
み
え
て
、
日
本
人
の
甘
さ
と
さ
へ

評
し
て
ゐ
る
向
も
あ
る
く
ら
ゐ
で
す
。
甘
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
恥

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
か
う
い
ふ
傾
向
は
、
や
は
り
、
精
神
と
形
式

と
の
遊
離
で
あ
り
ま
し
て
、
美
し
か
る
べ
き
行
為
が
、
そ
の
美
し
さ
を
消
し

て
ゐ
る
一
例
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
人
が
、
贈
物
と
し
て
、
そ
の
物
に
托
す
る
心
情
は
、
歌
に
も
詩
に
も

し
た
い
ほ
ど
の
、
深
い
意
味
を
籠
め
て
ゐ
る
の
で
す
。
何
処
の
山
で
と
れ
た

蕨わら
びだ
と
か
、
裏
に
生な
つ
た
柿
だ
と
か
、
郷
里
の
地
酒
だ
と
か
、
ど
こ
名
産
の
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羊
羹
だ
と
か
、
誰
そ
れ
に
焼
か
せ
た
壺
だ
と
か
、
娘
の
縫
つ
た
チ
ヤ
ン
チ
ヤ

ン
コ
だ
と
か
、
ま
あ
さ
う
い
ふ
類
ひ
の
品
物
な
ら
ば
、
や
つ
て
も
貰
つ
て
も
、

そ
こ
に
は
少
し
の
無
理
も
な
く
、
友
愛
の
息
吹
を
運
ん
で
物
が
温
く
笑
ひ
ま

す
。
「
手
土
産
」
の
懐
し
さ
は
、
物
の
金
銭
的
価
値
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
を
差
出
す
人
の
眼
差
し
と
一
と
言
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
時
に
よ

る
と
、
手
紙
を
つ
け
て
使
に
持
た
せ
て
や
り
ま
す
。
手
紙
は
名
文
に
越
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
返
礼
に
俳
句
一
筆
と
な
る
と
、
そ
れ
は
も
う
凝
つ
た

も
の
で
す
。
そ
ん
な
真
似
ま
で
は
し
な
く
て
も
、
日
本
人
の
贈
物
と
は
さ
う

い
ふ
も
の
だ
と
い
ふ
、
そ
の
精
神
を
も
う
一
度
取
戻
し
た
い
の
で
す
。

　
私
の
考
へ
で
は
、
近
来
、
お
義
理
だ
の
、
附
け
届
け
だ
の
と
云
つ
て
、
む

や
み
に
贈
答
が
ふ
え
、
贈
答
品
売
場
な
ど
と
い
ふ
大
そ
れ
た
札
ま
で
出
す
と
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こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
進
物
用
の
商
品
切
手
と
い
ふ
不
都
合
な

代
物
ま
で
登
場
し
た
の
に
は
、
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
い
つ

た
い
ど
う
し
た
わ
け
か
と
云
へ
ば
、
そ
れ
は
、
日
本
人
の
や
り
好
き
貰
ひ
好

き
に
つ
け
込
ん
だ
営
利
主
義
の
策
略
で
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
、

第
一
に
、
現
代
の
日
本
人
は
、
自
分
の
心
持
を
人
に
伝
へ
る
方
法
が
ひ
ど
く

拙まづ
く
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
は
明
白
な
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　
い
は
ゆ
る
物
質
主
義
の
世
の
中
に
な
つ
て
、
品
物
が
そ
れ
だ
け
幅
を
利
か

し
、
た
い
が
い
の
こ
と
は
金
で
自
由
が
利
く
と
い
ふ
や
う
な
時
代
の
風
潮
と

も
関
係
は
あ
り
ま
せ
う
。
御
馳
走
政
策
な
ど
と
い
ふ
言
葉
さ
へ
あ
つ
て
、
盛

大
な
宴
席
を
設
け
て
、
饗
応
こ
れ
つ
と
め
る
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
部
類
に
属
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し
ま
せ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
だ
と
思
ひ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

ら
、
日
本
よ
り
も
つ
と
物
質
主
義
の
国
々
で
、
日
本
以
上
に
さ
う
い
ふ
こ
と

が
行
は
れ
る
か
と
云
へ
ば
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
例
へ
ば
あ
る
人
に
就
職
の
世
話
を
し
て
も
ら
つ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
礼
に

な
に
を
持
つ
て
行
か
う
か
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
ど
の
程
度
の
も
の
を
持
つ
て

行
か
う
か
と
い
ふ
こ
と
が
頭
痛
の
種
に
な
る
。
こ
ん
な
を
か
し
な
話
は
な
い

の
で
、
そ
れ
よ
り
も
、
ほ
ん
と
は
、
ど
う
し
た
ら
感
謝
の
気
持
が
十
分
に
伝

へ
ら
れ
る
だ
ら
う
か
と
心
を
砕
く
べ
き
で
せ
う
。
元
来
、
そ
ん
な
こ
と
に
心

を
砕
く
よ
り
も
、
誠
意
を
籠
め
て
礼
を
云
へ
ば
、
そ
れ
が
相
手
に
通
じ
る
筈

な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
誠
意
を
籠
め
て
礼
を
云
ふ
」
と
い
ふ
こ
と

に
、
自
信
が
も
て
な
い
、
相
手
が
そ
れ
で
満
足
す
る
か
ど
う
か
疑
は
し
い
、
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と
思
ふ
の
は
、
自
分
の
表
現
力
の
貧
し
さ
を
自
分
で
認
め
て
ゐ
る
こ
と
に
な

り
は
し
ま
す
ま
い
か
。
会
つ
て
礼
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、
な
ん
だ
か
物
足
り

な
い
の
で
、
二
十
円
の
商
品
切
手
を
添
へ
て
差
出
す
の
か
、
商
品
切
手
の
方

に
お
礼
の
意
味
を
ふ
く
め
、
そ
れ
に
口
上
を
添
へ
る
の
か
、
い
づ
れ
に
し
て

も
、
か
う
い
ふ
真
似
は
、
人
間
の
心
と
心
と
の
直
接
の
交
流
を
甚
だ
軽
く
考

へ
た
や
り
方
で
、
如
何
に
当
節
の
日
本
人
が
、
言
葉
と
云
へ
ば
紋
切
型
を
い

で
ず
、
挨
拶
と
云
へ
ば
月
並
に
堕
し
、
真
情
を
吐
露
す
る
熱
意
と
率
直
さ
と

を
失
つ
て
、
遂
に
自
他
と
も
に
、
心
を
物
に
托
す
る
安
易
な
道
を
択
ば
な
い

わ
け
に
い
か
な
く
な
つ
て
ゐ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
か
う
い
ふ
風
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
日
本
文
化
の
特
質
は
、
特
質
と
し
て
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の
強
味
と
魅
力
と
を
発
揮
し
て
ゐ
る
面
と
、
そ
の
特
質
が
精
神
を
失
つ
て
形

式
的
な
も
の
と
な
り
、
或
は
、
そ
の
形
式
が
別
の
不
純
な
動
機
に
よ
つ
て
病

弊
と
化
し
て
ゐ
る
面
と
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
こ
れ
を
識
別
し
て
、
真

の
日
本
文
化
の
特
質
を
活
か
し
、
こ
れ
を
健
全
な
姿
に
建
て
直
す
こ
と
を
心

掛
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
そ
こ
で
、
今
度
は
、
日
本
文
化
の
特
質
と
し
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
深
く

自
ら
を
省
み
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
未
来
の
運
命
を
切
り
拓
い
て
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
二
つ
の
伝
統
的
な
思
想
に
つ
い
て
述
べ
ま
せ
う
。
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そ
れ
は
、
一
つ
は
日
本
人
の
自
然
観
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
死
生
観
で

あ
り
ま
す
。

　
む
づ
か
し
い
解
釈
は
こ
ゝ
で
は
し
ま
す
ま
い
。
と
に
か
く
、
自
然
観
と
は
、

「
自
然
」
と
い
ふ
も
の
を
日
本
人
は
元
来
ど
う
い
ふ
風
に
考
へ
て
ゐ
る
か
と

い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
一
言
に
し
て
云
へ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
西
洋
人
な
ど
と
違
ひ
、
自
然
と
人

間
と
を
対
立
さ
せ
ず
、
人
間
を
自
然
の
一
部
と
見
做
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
従
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
見
る
眼
は
、
常
に
わ
れ
わ
れ
を
生
ん
だ
も

の
、
わ
れ
わ
れ
を
育
て
る
も
の
、
そ
し
て
、
や
が
て
は
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
懐
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に
帰
る
も
の
と
い
ふ
風
に
、
無
限
の
親
し
み
と
感
謝
と
を
さ
へ
籠
め
た
眼
で

あ
り
ま
す
。
自
然
を
人
の
力
に
よ
つ
て
征
服
す
る
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
方
は
、

も
と
も
と
日
本
に
は
な
か
つ
た
考
へ
方
で
、
そ
れ
よ
り
も
自
然
の
威
力
は
、

神
の
意
志
と
し
て
、
文
字
通
り
不
可
抗
力
と
見
做
し
、
天
命
と
し
て
こ
れ
を

受
け
容
れ
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
従
つ
て
、
い
は
ゆ
る
天
変
地
異
も
、
日
本
人
に
と
つ
て
は
自
然
を
畏
れ
こ

そ
す
れ
、
憎
む
理
由
と
は
な
ら
ず
、
四
季
の
鮮
か
な
変
化
は
何
も
の
に
も
代

へ
難
い
自
然
の
恩
恵
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
般
に
穏
か
と
は
云
ひ
難
い
日
本
の
風
土
の
激
し
さ
は
、
忍
耐
を
も
つ
て

甘
ん
じ
て
こ
れ
を
受
け
容
れ
、
自
然
の
暴
威
と
称
せ
ら
れ
る
年
々
の
災
害
も
、

殆
ど
常
に
試
煉
と
し
て
上
下
心
を
以
て
の
み
こ
れ
に
備
へ
る
に
す
ぎ
ず
、
長
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い
歴
史
を
通
じ
て
の
「
復
興
」
の
努
力
は
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
び
に
、

一
段
と
わ
れ
わ
れ
の
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
勇
気
を
養
つ
て
来
た
か
の
や
う
に
思

は
れ
ま
す
。

　
自
然
に
親
し
む
と
い
ふ
こ
と
も
、
そ
れ
ゆ
ゑ
、
日
本
人
に
と
つ
て
は
、
西

洋
人
の
や
う
に
、
美
し
い
自
然
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
ふ

や
う
な
観
賞
の
し
か
た
で
な
く
、
自
然
の
心
を
心
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

自
分
た
ち
が
浄
化
さ
れ
る
と
感
じ
る
、
そ
の
同
化
作
用
に
あ
る
と
云
へ
る
の

で
す
。

　
西
洋
人
も
、
自
然
の
美
を
謳
歌
し
、
こ
れ
に
酔
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
自
然
と
戯
れ
る
余
裕
を
も
つ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
日
本
人
の
場
合
は
、
む
し
ろ
、
自
然
を
し
み
じ
み
と
眺
め
て
深
い
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溜
息
を
も
ら
す
と
い
ふ
や
う
な
気
持
の
発
露
が
、
お
ほ
か
た
は
自
然
の
讃
美

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
自
然
」
に
対
す
る
心
持
が
さ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
生
活
そ
の
も
の
も
、

「
自
然
」
と
離
れ
て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
「
土
」
の
無
い
生
活
は
淋
し
く
、

草
木
の
緑
は
、
日
光
と
同
じ
や
う
に
必
要
で
す
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
生
活

の
形
態
も
ま
た
、
「
自
然
」
に
近
い
と
い
ふ
こ
と
が
理
想
と
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
「
文
化
」
は
「
自
然
」
に
対
し
て
使
は
れ
る
言
葉
だ
と
い
ふ
西

洋
風
の
概
念
に
少
し
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り

も
、
日
本
の
文
化
は
、
人
工
に
よ
つ
て
自
然
を
殺
さ
ず
に
、
却
つ
て
自
然
を

活
か
す
高
度
の
技
術
を
生
ん
だ
と
も
云
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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例
へ
ば
、
食
物
に
つ
い
て
み
て
も
、
純
粋
の
日
本
料
理
と
云
へ
ば
、
た
い

が
い
は
、
材
料
の
自
然
な
形
と
色
と
味
と
を
保
た
せ
な
が
ら
、
単
純
な
調
味

に
よ
つ
て
、
献
立
の
変
化
を
つ
け
る
と
い
ふ
の
が
、
最
も
料
理
人
の
腕
前
の

見
せ
ど
こ
ろ
で
、
特
に
野
生
の
雑
草
、
い
は
ゆ
る
山
菜
が
、
高
級
料
理
と
し

て
も
尊
ば
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
外
国
人
に
は
見
ら
れ
な
い
日
本
人

独
得
の
発
達
し
た
味
覚
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
ま

た
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
自
然
観
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
人
は
ま
た
、
住
居
に
於
て
も
、
な
る
べ
く
自
然
と
一
体
で
あ
る
こ
と

を
望
み
ま
す
。
白
木
の
ま
ゝ
材
木
を
使
ふ
こ
と
で
あ
り
、
畳
の
触
感
を
好
む

の
も
そ
こ
か
ら
だ
と
云
へ
ま
せ
う
。
庭
園
の
造
り
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
自
然
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の
美
を
摸
し
た
も
の
、
或
は
自
然
そ
の
ま
ゝ
の
姿
を
採
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
そ
の
模
写
に
よ
る
「
自
然
」
の
構
造
は
、
変
化
す
る
も
の
よ
り
も

変
化
し
な
い
も
の
を
材
料
と
す
る
こ
と
が
、
趣
味
、
感
覚
の
洗
煉
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
草
花
よ
り
も
植
木
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
石
と
い

ふ
風
に
。

　
日
本
人
の
こ
の
自
然
愛
は
、
精
神
的
な
方
面
に
も
及
び
、
言
語
動
作
の
上

で
も
、
一
体
に
「
自
然
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
最
も
美
し
い
と
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
日
本
だ
け
で
な
く
、
万
事
に
技
巧
が

目
立
つ
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
未
熟
な
証
拠
、
ま
た
は
軽
薄
な
態
度
と

し
て
、
何
処
で
も
心
あ
る
も
の
は
疎
ん
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
わ
れ
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わ
れ
日
本
人
、
そ
の
中
で
も
わ
け
て
民
衆
の
間
で
は
「
わ
ざ
と
ら
し
さ
」
と

い
ふ
こ
と
が
極
度
に
排
斥
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
一
面
、
た
し
か
に
、
生
活
態
度
と
し
て
の
、
潔
癖
と
聡
明
と
を
語

る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
一
面
、
そ
の
程
度
を
越
え
、
こ
れ
に
囚
は
れ

る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
本
末
顛
倒
の
現
象
を
生
じ
、
「
自
然
」
を
衒
ふ

「
不
自
然
さ
」
に
陥
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
種
の
日
本
人
は
、

こ
の
「
不
自
然
さ
」
の
故
に
屡
々
思
は
ぬ
誤
解
を
受
け
、
反
感
を
招
き
、
失

策
を
演
じ
て
ゐ
ま
す
。

　
某
高
官
が
外
国
を
訪
問
し
た
際
、
公
式
の
賓
客
と
あ
つ
て
、
首
府
の
市
民

は
沿
道
を
埋
め
て
歓
呼
の
声
を
あ
げ
た
の
で
す
が
、
某
氏
は
、
幌
を
外
し
た

自
動
車
の
中
か
ら
、
帽
子
を
片
手
に
、
軽
い
会
釈
を
送
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
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問
題
に
な
つ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
市
民
の
期
待
に
反
し
て
、
某
氏
の
表

情
は
「
毎
日
こ
ん
な
歓
迎
は
受
け
て
ゐ
る
」
と
云
は
ぬ
ば
か
り
の
、
平
然
た

る
表
情
だ
つ
た
か
ら
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
は
西
洋
人
の
や
う
な
お
世
辞
た
つ
ぷ
り
の
表
情
は
不

得
手
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
某
氏
の
そ
の
時
の
気
持
は
、
察
す
る

に
、
大
国
の
高
官
と
し
て
、
「
あ
ま
り
う
れ
し
さ
う
な
顔
を
し
て
は
沽
券
に

拘
る
か
ら
、
な
る
べ
く
、
「
自
然
」
に
、
普
段
の
と
ほ
り
の
態
度
で
市
民
の

歓
迎
に
応
へ
よ
う
」
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
。
尤

も
な
配
慮
と
も
思
は
れ
ま
す
が
、
も
う
既
に
、
そ
こ
に
誤
算
が
あ
つ
た
の
で
、

「
自
然
」
に
な
ら
う
と
し
て
「
不
自
然
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
微
妙
な
心
理

の
狂
ひ
を
勘
定
に
入
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
す
。
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ま
こ
と
に
、
「
自
然
」
に
立
派
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
ほ
ど
、
普
通
の
人
間

に
と
つ
て
大
き
な
修
練
を
要
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
喜
怒
哀
楽
を
顔
に

現
さ
ず
と
す
る
日
本
古
来
の
「
嗜
み
」
も
、
そ
の
真
の
精
神
は
、
自
己
鍛
錬

に
あ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、
こ
ゝ
で
も
深
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
最
も
素
朴
な
民
衆
の
な
か
に
、
最
も
自
然
に
し
て
し
か
も
立
派
な
態
度
を

屡
々
見
か
け
る
の
は
、
い
は
ゆ
る
少
し
の
衒てら
ひ
も
な
く
、
分
に
安
ん
じ
て
故

ら
己
を
屈
せ
ざ
る
「
自
然
」
そ
の
も
の
の
生
命
を
生
命
と
す
る
か
ら
で
あ
り

ま
せ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
一
一
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日
本
人
の
死
生
観
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
渡
来
以
前
に
、
そ
の
自
然
観
と
と

も
に
既
に
は
つ
き
り
し
た
形
を
取
つ
て
ゐ
た
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
後
世
に
至
つ
て
、
仏
教
思
想
の
影
響
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

む
し
ろ
そ
の
根
源
は
、
国
肇
る
と
共
に
芽
生
え
た
一
死
奉
公
の
赤
誠
に
あ
る

と
断
じ
て
誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
か
へ
ら
し
と
か
ね
て
思
へ
は
梓
弓
な
き
数
に
い
る
名
を
そ
止
む
る
（
楠

　
　
正
行
）

　
君
国
の
た
め
に
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
が
臣
子
の
本
懐
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
最
期
を
飾
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
最
も
死
甲
斐
の
あ
る
死
に
方

を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
犬
死
と
い
ふ
こ
と
が
最
も
恥
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。

「
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た
り
」
と
は
、
「
葉
隠
」
の
有
名
な
言
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葉
で
す
が
、
こ
ゝ
に
至
つ
て
、
死
ぬ
こ
と
が
忠
義
で
あ
り
、
武
士
の
念
願
で

あ
る
と
ま
で
考
へ
ら
れ
た
の
で
す
。
死
を
も
つ
て
賠
ひ
得
ざ
る
も
の
な
し
と

す
る
勇
猛
心
と
、
死
に
よ
つ
て
の
み
真
に
生
き
得
る
と
い
ふ
悟
道
と
が
遂
に

一
体
と
な
つ
て
、
こ
の
哲
学
は
今
日
も
な
ほ
国
民
の
精
神
を
鼓
舞
す
る
に
足

る
力
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
一
方
、
武
士
道
の
か
う
い
ふ
死
生
観
は
、
庶
民
の
間
に
も
影
響
を
与
へ
た

と
同
時
に
、
日
本
人
す
べ
て
の
「
生
死
」
と
い
ふ
観
念
に
、
仏
教
的
な
厭
世

思
想
を
超
え
た
、
な
に
か
も
つ
と
激
し
い
、
そ
し
て
一
面
に
は
、
無
頓
着
と

云
ひ
た
い
ほ
ど
の
特
色
を
も
た
せ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

「
死
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
を
案
外
な
ん
と
も
思
は
な
い
ほ
ど
不
気
味
な
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
か
ら
み
れ
ば
不
気
味
に
違
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
人
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自
身
に
は
、
そ
れ
が
当
り
前
な
の
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
日
本
人
の
「
生
」
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
考
へ
方
と

無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
は
、
「
生
き
る
」
意
味
を
ど
の
程
度
重

大
に
考
へ
、
「
生
き
方
」
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
真
剣
に
思
ひ
を
ひ
そ
め
て

ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
こ
の
点
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

　
立
派
に
死
ぬ
こ
と
は
立
派
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
真
理
は
、
日
本

人
に
よ
つ
て
の
み
会
得
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
生
命
へ
の
執
著

を
絶
ち
切
る
無
上
の
啓
示
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
立
派
に
生
き
る
道
は
、
立
派
な
死
以
外
に
は
な
い
で
せ
う
か

？「
な
い
」
と
答
へ
る
こ
と
は
容
易
で
す
。
事
実
、
立
派
な
死
ぐ
ら
ゐ
、
人
生
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を
意
義
あ
ら
し
め
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
人
は
さ
う
い
ふ
「
死
」

を
死
ぬ
た
め
に
こ
そ
「
生
き
」
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
象
徴
的
な
言
ひ
方
さ
へ

で
き
る
く
ら
ゐ
で
す
。

　
私
は
、
こ
の
場
合
、
既
に
、
「
立
派
な
死
」
と
い
ふ
言
葉
の
な
か
に
、

「
立
派
な
生
」
と
い
ふ
意
味
を
も
含
め
た
も
の
と
し
て
考
へ
た
い
。
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
「
立
派
に
生
き
」
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
「
立
派
な
死
に
方
」

は
で
き
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

　
今
日
の
日
本
人
が
立
派
に
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
自
分
独
り
の
「
生
死
」

を
問
題
に
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
お
の
れ
た
ゞ
一
人
、
清
く

生
き
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
方
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
日
本

の
国
、
日
本
人
全
体
の
た
め
に
、
な
ん
ら
か
役
立
つ
や
う
な
「
生
き
方
」
を
、

73



分
に
応
じ
て
工
夫
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
は
、
「
立
派
に
死
ぬ
」
こ
と
を
可

能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
生
き
甲
斐
あ
る
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
云
ふ
の
で
す
。
そ
し
て
、
生
き
甲

斐
あ
る
生
き
方
こ
そ
、
最
も
楽
し
い
生
活
で
あ
り
、
幸
福
な
生
涯
で
あ
り
ま

す
。

　
こ
の
事
を
は
つ
き
り
自
覚
し
な
い
以
上
、
日
本
人
の
「
死
生
観
」
と
い
ふ

も
の
は
、
日
本
を
完
全
に
護
り
、
繁
栄
に
導
く
こ
と
に
は
な
り
ま
す
ま
い
。

　
日
本
人
が
や
ゝ
も
す
れ
ば
、
日
常
生
活
を
軽
視
し
、
生
命
そ
の
も
の
の
尊

さ
を
忘
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
印
象
を
与
へ
る
と
い
ふ
の
は
、
必
ず
し
も
、

そ
の
「
死
生
観
」
の
み
か
ら
来
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
が
、
少
く
と
も
、

今
日
の
「
生
活
観
」
は
、
最
も
健
康
な
「
日
本
的
死
生
観
」
の
上
に
樹
て
ら
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れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
日
本
人
の
力
の
完
全
な
発
揮
に
ま
で
高
ま
ら
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
で
日
本
文
化
の
特
質
を
形
づ
く
る
要
素
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
た
つ

も
り
で
す
。

　
非
常
に
厖
大
で
複
雑
な
問
題
を
、
や
ゝ
手
軽
に
扱
ひ
す
ぎ
た
き
ら
ひ
は
あ

り
ま
す
が
、
も
つ
と
詳
し
い
深
い
研
究
は
他
に
適
当
な
指
導
書
も
あ
る
こ
と

と
思
ひ
、
こ
ゝ
で
は
、
主
と
し
て
、
現
代
日
本
文
化
の
様
相
を
通
じ
て
、
多

く
の
反
省
を
試
み
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
拠
つ
て
も
つ
て
今
後
の
文
化
問
題

を
考
へ
る
一
応
の
参
考
と
し
た
か
つ
た
の
で
す
。
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