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一

　
ド
イ
ツ
の
若
い
物
理
学
者
の
Ｌ
と
い
う
の
が
せ
ん
だ
っ
て
日
本
へ
遊
び
に
来
て
い
た
。
数
年
前
に
も
一

度
来
た
こ
と
が
あ
る
の
で
だ
い
ぶ
日
本
通
に
な
っ
て
い
る
。
浮
世
絵
な
ど
も
ぽ
つ
ぽ
つ
買
い
込
ん
で
行
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
人
が
あ
る
日
俳
句
を
作
っ
た
と
言
っ
て
友
だ
ち
の
日
本
人
に
自
慢
を
し
た
。

そ
れ
は

　
　
　
鎌
倉
に
鶴
が
た
く
さ
ん
お
り
ま
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ち
ゃ
ん
と
五
、
七
、
五
の
音
数
律
に
は
適
合
し
て
い
る
。
い
わ
れ
を
聞
い

て
み
る
と
、
「
昔
頼
朝
時
代
な
ど
に
は
鎌
倉
へ
ん
に
鶴
が
た
く
さ
ん
に
い
て
、
そ
れ
に
関
連
し
た
史
実
な

ど
も
あ
っ
た
が
今
日
で
は
も
う
鶴
な
ど
は
一
羽
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
世
の
中
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
感
慨
を
十
七
字
に
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
に
伝
え
た
日
本
の
理
学
者
は
世
に
も
滑
稽

な
る
一
笑
話
と
し
て
、
そ
れ
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
お
か
し
い
こ
と
は
お
か
し
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
話
は
「
俳
句
と
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的

な
問
題
を
考
え
る
場
合
に
一
つ
の
参
考
資
料
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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こ
れ
が
俳
句
に
な
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
何
ゆ
え
に
そ
れ
が
俳
句
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
質
問
に

対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
説
明
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
そ
う
そ
う
簡
単
に
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
の
笑
話
は
ま
た
一
方
で
大
多
数
の
外
国
人
が
わ
が
俳
句
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
ど
の

程
度
に
理
解
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
場
合
に
一
つ
の
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　
二

　
近
刊
の
雑
誌
「
東
炎
」
に
志
田
素
楓

し
だ
そ
ふ
う

氏
が
、
芭
蕉
の
古
池
の
句
の
外
国
語
訳
を
多
数
に
収
集
紹
介
し
て

い
る
。
こ
れ
は
は
な
は
だ
興
味
の
深
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
日
本
人
の
訳
者
五
名
の
名

前
を
見
る
と
い
ず
れ
も
英
語
に
は
す
こ
ぶ
る
熟
達
し
た
人
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
自
身
で
俳
諧
の

道
に
深
い
体
験
を
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
不
明
な
人
た
ち
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
。
残
り
の
十
人
の
外

国
人
も
も
ち
ろ
ん
自
身
に
俳
句
ら
し
い
俳
句
を
作
っ
た
こ
と
の
な
い
人
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

　
俳
句
を
充
分
に
理
解
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
人
は
立
派
な
俳
句
の
作
り
得
ら
れ
る
人
で
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
十
五
種
の
「
古
池
や
」
の
翻
訳
の
う
ち

で
、
も
し
傑
作
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
流
の
俳
人
で
同
時
に
一
流
の
外
国
語
学
者
で
な
い
限
り
、
俳
句
の
翻
訳
に
は
手
を
下
さ
な
い
ほ
う
が

安
全
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
八
年
十
一
月
、
渋
柿
）

　
　
　
　
　
三

　
故
坂
本
四よ
方も
太た
氏
と
は
夏
目
先
生
の
千 

駄 

木 

町 
せ
ん
だ
ぎ
ち
ょ
う

の
家
で
時
々
同
席
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
当
時
の

「
文
章
会
」
で
も
始
終
顔
を
合
わ
せ
て
は
い
た
が
、
一
度
も
そ
の
寓
居
を
た
ず
ね
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
は
同
氏
の
住
み
家
や
そ
の
居
室
を
少
な
く
と
も
一
度
は
見
た
こ
と
が
あ
る
よ

う
な
錯
覚
を
年
来
も
ち
つ
づ
け
て
来
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
に
固
定
し
現
実
化
し
て
し
ま
っ
て

今
で
は
も
う
一
つ
の
体
験
の
記
憶
と
ほ
と
ん
ど
同
格
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と

に
な
っ
た
か
と
考
え
て
み
る
が
、
ど
う
も
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
。

　
夏
目
先
生
が
何
か
の
話
の
お
り
に
四
方
太
氏
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
記
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憶
が
あ
る
。
「
四
方
太
と
い
う
人
は
実
に
き
ち
ん
と
し
た
人
で
あ
る
。
子
供
も
な
く
夫
婦
二
人
き
り
全
く

の
水
入
ら
ず
で
ほ
ん
と
う
に
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
、
そ
う
し
て
几
帳
面
な
生
活
を
し
て
い
る
」
と
い
っ
た

よ
う
な
意
味
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
一
度
な
ら
ず
何
度
も
聞
か
さ
れ
た
よ
う
に

思
う
。

　
こ
の
、
き
ち
ん
と
し
て
、
小
ぢ
ん
ま
り
し
て
い
る
と
い
う
言
葉
が
自
分
の
頭
に
あ
る
四
方
太
氏
の
風
貌

と
き
わ
め
て
自
然
に
結
び
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
分
の
想
像
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
あ
る
ペ
ー
ジ
へ
「
坂
本

四
方
太
寓
居
の
図
」
を
ま
ざ
ま
ざ
と
描
き
上
げ
さ
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
想
像
の
画

面
に
現
わ
れ
た
四
方
太
の
住
み
家
の
玄
関
の
前
に
は
一
面
に
白
い
霜
柱
が
立
っ
て
い
る
。
き
れ
い
に
片
付

い
た
六
畳
ぐ
ら
い
の
居
間
の
小
さ
な
火
鉢
の
前
に
寒
そ
う
な
顔
色
を
し
て
端
然
と
正
座
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
文
章
会
で
四
方
太
氏
が
自
分
の
文
章
を
読
み
上
げ
る
少
し
さ
び
の
あ
る
音
声
に
も
、
関
西
な
ま
り
の
あ

る
口
調
に
も
忘
れ
難
い
特
色
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
読
み
方
も
実
に
き
ち
ん
と
し
た
歯
切
れ
の
い
い
読
み
方

で
あ
っ
た
。
「
ホ
ッ
、
ホ
ッ
、
ホ
ッ
」
と
押
し
出
す
よ
う
な
特
徴
あ
る
笑
声
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

　
あ
る
冬
の
日
の
本
郷
通
り
で
会
っ
た
四
方
太
氏
は
例
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
し
た
背
広
に
外
套
姿
で
あ
っ

た
が
、
首
に
は
玉
子
色
を
し
た
ビ
ロ
ー
ド
ら
し
い
襟
巻
を
し
て
い
た
。
そ
の
襟
巻
を
行
儀
よ
く
二
つ
折
り
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に
し
た
折
り
目
に
他
方
の
端
を
さ
し
込
ん
だ
そ
の
端
が
し
わ
一
つ
な
く
き
ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
結
び
文
の
端

の
よ
う
に
、
お
た
い
こ
結
び
の
帯
の
端
の
よ
う
に
斜
め
に
胸
の
上
に
現
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
い
で
立

ち
を
し
た
白 

皙 

無 

髯 
は
く
せ
き
む
ぜ
ん

、
象
牙
で
刻
し
た
よ
う
な
風
貌
が
今
で
も
実
に
は
っ
き
り
と
思
い
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
街
頭
に
お
け
る
四
方
太
氏
の
い
で
立
ち
を
夏
目
先
生
に
報
告
し
た
ら
、
ど
う
い
う
わ
け
か
先
生
が

ひ
ど
く
お
も
し
ろ
が
っ
て
腹
が
痛
く
な
る
ほ
ど
笑
わ
れ
た
こ
と
も
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
お
か
し
か

っ
た
わ
け
は
今
で
も
わ
か
ら
な
い
。

　
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
自
分
は
白
い
ネ
ル
を
ち
ょ
ん
切
っ
た
だ
け
の
も
の
を
襟
巻
に
し
て
い
た
。

そ
れ
が
知
ら
ぬ
間
に
ひ
ど
く
よ
ご
れ
て
ね
ず
み
色
に
な
っ
て
い
る
の
を
先
生
が
気
に
し
て
い
た
。
い
つ
か

行
っ
た
と
き
無
断
で
没
収
さ
れ
、
そ
う
し
て
強
制
的
に
せ
ん
た
く
を
執
行
さ
れ
た
上
で
返
し
て
く
れ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
ネ
ル
の
襟
巻
と
四
方
太
氏
の
玉
子
色
の
上
等
の
襟
巻
と
の
対
照
も
お
か
し
い
も
の
の

一
つ
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
夏
目
先
生
は
四
方
太
氏
の
き
ち
ん
と
し
た
日
常
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
お
り
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

と
思
う
。
先
生
は
き
ち
ん
と
し
た
事
が
好
き
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
き
ち
ん
と
し
う
る
た
め
に
は
あ
ま

り
に
暖
か
い
心
臓
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は
四
方
太
氏
に
も
や
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さ
し
い
親
し
み
を
感
ず
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
し
か
し
あ
ま
り
に
き
ち
ん
と
し
て
近
よ
り
難
い
よ
う
な
気

も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
今
日
に
な
っ
て
漱
石
四
方
太
二
人
の
俳
句
や
文
章
を
並
べ
て
み
て
も
、
こ
の
対
照

が
実
に
は
っ
き
り
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
あ
な
が
ち
自
分
ば
か
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
四

　
去
年
の
夏
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
朝
玄
関
へ
だ
れ
か
来
た
よ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
と
、
女
中
が
出
て
の
取

り
次
ぎ
に
よ
る
と
「
俳
句
を
お
や
り
に
な
る
Ａ
さ
ん
と
い
う
か
た
が
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
聞
い
た
こ
と
の
な
い
名
前
で
あ
る
。
出
て
見
る
と
ま
だ
若
い
学
生
の
よ
う
な
人
で
あ
る
が
、
無

帽
の
着
流
し
で
、
ど
こ
か
の
書
生
さ
ん
と
い
っ
た
風
体
で
あ
る
。
玄
関
で
立
っ
た
ま
ま
来
意
を
聞
く
と
さ

げ
て
い
た
小
さ
な
ふ
ろ
し
き
包
み
を
解
い
て
中
か
ら
だ
い
ぶ
よ
ご
れ
た
帳
面
を
出
し
た
。
そ
れ
に
な
ん
で

も
い
い
か
ら
俳
句
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
。
近
く
に
田
舎
へ
帰
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
俳

人
に
自
筆
の
句
を
も
ら
っ
て
み
や
げ
に
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
帳
面
は
俳
句
日
記
か
な
ん
か
の
古
物

で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
明
け
て
見
る
と
な
る
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
の
人
の
手
跡
で
い
ろ
い
ろ
の
句
が
き
た
な

く
書
き
散
ら
し
て
あ
る
。
自
分
は
俳
人
で
も
な
い
か
ら
と
一
応
断
わ
っ
て
み
た
が
、
た
っ
て
と
言
わ
れ
る
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の
で
万
年
筆
で
い
い
か
げ
ん
の
旧
作
一
句
を
し
た
た
め
て
帳
面
を
返
し
た
。
す
る
と
今
度
は
ふ
ろ
し
き
の

中
か
ら
一
冊
の
仮
り
と
じ
の
小
さ
な
句
集
の
よ
う
な
も
の
を
取
り
出
し
て
自
分
の
前
に
置
い
た
。
手
に
取

っ
て
見
る
と
そ
れ
は
知
名
の
某
俳
人
の
句
集
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
青
年
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の

俳
人
が
こ
の
人
の
た
め
に
も
し
何
か
の
た
し
に
な
る
な
ら
と
言
っ
て
若
干
冊
だ
け
恵
与
さ
れ
た
も
の
だ
そ

う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
は
な
は
だ
露
骨
で
は
あ
っ

た
が
「
こ
れ
を
私
に
買
え
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
聞
い
て
み
た
ら
、
や
は
り
究
極
の
と
こ
ろ
は
そ

う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
些
細
な
こ
と
も
昭
和
俳
諧
史
の
ど
こ
か
の
ペ
ー
ジ
の
端
に
書
き
残
し
て
お
い
て
も
い
い
と
思

う
の
で
単
な
る
現
象
記
録
と
し
て
こ
こ
に
し
る
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

　
俳
諧  

一  

串  

抄  

い
っ
か
ん
し
ょ
う

に
「
俳
諧
は
そ
の
物
そ
の
事
を
全
く
い
わ
ず
た
だ
傍
を
つ
ま
み
あ
げ
て
そ
の
響
き
を

も
っ
て
き
く
人
の
心
を
さ
そ
う
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
。

　
う
ち
へ
来
た
こ
の
俳
諧
青
年
は
や
は
り
こ
の
俳
諧
の
心
得
の
応
用
の
一
端
を
試
み
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
あ
い
だ
、
あ
る
歌
人
が
来
て
の
話
の
末
に
「
今
の
若
い
人
に
さ
び
し
お
り
な
ど
と
言
っ
て
も
だ
れ

も
相
手
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
意
味
の
意
見
を
聞
か
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
青
年
な
ど
は
さ
び
し

お
り
を
処
世
術
に
応
用
し
て
い
る
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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五

　
昨
夜
古
い
ギ
リ
シ
ア
の
兵
法
書
を
読
ん
で
い
た
ら
「
夜
打
ち
を
か
け
る
心
得
」
を
説
い
た
く
だ
り
に
、

 

狗  

吠 

こ
う
は
い

や
鶏
鳴
を
防
止
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
動
物
の
か
ら
だ
の
あ
る
部
分
を
焼
く
べ
し
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
る
。
お
灸
で
も
す
え
る
の
か
と
思
う
。
こ
の
本
の
脚
注
に
、
昔
パ
ル
テ
ィ
ア
人
が
馬
の
い
な
な

く
を
防
ぐ
た
め
に
そ
の
し
っ
ぽ
を
し
っ
か
り
と
緊
縛
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
そ
う
す
る
と
馬
は
尻

尾
の
痛
苦
に
辟
易
し
て
い
な
な
く
元
気
が
な
く
な
る
と
書
い
て
あ
る
。
ど
う
も
西
洋
人
の
す
る
こ
と
は
野

蛮
で
残
酷
で
あ
る
。
東
洋
で
は
枚ばい
を
ふ
く
む
と
い
う
、
も
っ
と
温
和
な
方
法
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
じ
注
に
、
欧
州
大
戦
の
と
き
フ
ラ
ン
ス
に
出
征
中
の
ア
メ
リ
カ
軍
で
は
驢
馬
の
い
な
な
く
の
を
防
ぐ
た

め
に
「
あ
る
簡
単
な
る
外
科
手
術
を
施
行
し
た
」
と
あ
る
。
や
は
り
西
洋
人
は
残
酷
で
あ
る
。

　
昨
夜
こ
れ
を
読
ん
だ
け
さ
「
南
北
新
話
」
を
あ
け
て
見
る
と

　
　
　
夜
の
明
け
や
す
い
白
無
垢
は
損

　
　
　 

惟  

光 

こ
れ
み
つ

が
馬
は
し
の
ば
ず
い
な
な
い
て

と
い
う
付
け
合
わ
せ
が
例
句
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
に
「
前
句
の
す
が
た
を
う
ず
た
か
く
見

10俳諧瑣談



い
だ
し
た
る
句
に
」
と
い
う
前
置
き
が
あ
り
、
後
に
「
こ
れ
扇
に
夕
が
お
の
こ
ろ
な
ら
ん
」
と
あ
る
。

「
う
ず
た
か
く
」
と
は
い
か
な
る
点
を
さ
す
の
か
自
分
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も

連
句
と
い
う
も
の
の
世
界
の
広
大
無
辺
な
こ
と
を
思
わ
せ
る
一
例
で
あ
ろ
う
。
少
し
変
わ
っ
た
言
い
方
を

す
る
と
「
俳
諧
の
道
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
兵
法
に
も
通
う
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
笑
に
値
す
る
。

　
　
　
　
　
六

　
昔
、
ラ
ス
キ
ン
が
人
か
ら  
剽    

窃  
ひ
ょ
う
せ
つ

呼
ば
わ
り
を
さ
れ
た
の
に
答
え
て
、
独
創
と
い
う
こ
と
も
、
結
局

は
あ
り
っ
た
け
の
古
い
も
の
か
ら
う
ま
い
汁
を
吸
っ
て
自
分
の
栄
養
に
し
て
か
ら
の
仕
事
だ
と
い
う
よ
う

な
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
。

　
蕪
村
は
「
諸
流
を
尽
く
し
こ
れ
を  

一  
嚢  
中  

い
ち
の
う
ち
ゅ
う

に
た
く
わ
え
自
ら
よ
く
そ
の
物
を
え
ら
び
用
に
し
た
が

っ
て
い
だ
す
」
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
ん
な
例
を

あ
げ
れ
ば
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
わ
か
り
切
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
自
分
が
平
生
不
思
議
に
思
う
こ
と
は
、
昔
で
も
今
で
も
俳
人
の
世
界
で
は
い
ろ
い
ろ
の
党
派
の

よ
う
な
も
の
が
で
き
て
、
そ
う
し
て
各
流
派
流
派
の
「
主
張
」
と
か
「
精
神
」
と
か
い
う
も
の
を
固
執
し

11



て
他
流
を
排
斥
し
あ
る
い
は
罵ば
詈り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
か
な
り
多
い
。
門
外
の
風
来
人
か
ら
見
る
と
、
ど

の
流
派
に
も
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
と
お
も
し
ろ
く
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
「
主
張
」
が
い
っ
た
い
本
質
的
に
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
場
合

も
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
そ
う
い
え
ば
仏
教
で
も
耶や
蘇そ
教
で
も
フ
イ
フ
イ
教
で
も
同
じ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ

う
な
れ
ば
い
っ
た
い
何
を
お
が
ん
だ
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
困
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
俳
諧
が
宗
教
の
よ
う
に
「
お
が
む
」
こ
と
な
ら
ば
宗
派
が
あ
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
俳

諧
は
ま
た
一
方
で
は
科
学
的
な
「
認
識
」
で
あ
り
う
る
。
そ
の
た
め
に
は
た
だ
一
面
だ
け
を
固
執
す
る
流

派
は
少
し
困
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
露
月
ろ
げ
つ
の
句
に
「
薬
に
は
狸
な
ん
ど
も
よ
か
る
べ
く
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
狸
も
食
っ
て
み
な
け
れ
ば
味

が
わ
か
ら
な
い
。
食
え
ば
何
か
の
薬
に
は
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
七

　
高
等
学
校
の
一
年
か
ら
二
年
に
進
級
し
た
夏
休
み
に
初
め
て
俳
句
と
い
う
も
の
に
食
い
つ
い
て
、
夢
中
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に
な
っ
て
「
新
俳
句
」
を
読
み
ふ
け
っ
た
。
天
地
万
象
が
そ
れ
ま
で
と
は
ま
る
で
ち
が
っ
た
姿
と
意
味
を

も
っ
て
眼
前
に
広
が
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
蒸
し
暑
い
夕
風
の
縁
側
で
父
を
相
手
に
宣
教
師
の
よ
う
な
あ
つ
か
ま
し
さ
を
も
っ
て
「
新
俳
句
」
の
勝

手
な
ペ
ー
ジ
を
あ
け
て
は
朗
読
の
押
し
売
り
を
し
た
が
、
父
の
ほ
う
で
は
い
っ
こ
う
感
心
し
て
く
れ
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば

　
　
　
古
井
戸
を
の
ぞ
け
ば
わ
っ
と
鳴
く
蚊
か
な
　
　
　 

杜  

昌 

と
し
ょ
う

と
い
っ
た
よ
う
な
句
で
も
、
当
時
の
自
分
に
は
、
い
く
ら
説
明
し
た
く
て
も
説
明
の
で
き
な
い
幻
想
の
泉

と
な
り
、
不
可
思
議
な
神
秘
の
世
界
を
の
ぞ
く
窓
と
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
父
に
言
わ
せ
る
と
「
た
だ
、

言
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
こ
ろ
よ
り
少
し
前
に
、
父
は
陸
軍
の
同
僚
数
名
と
連
句
の
会
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

同
僚
中
に
一
人
宗
匠
格
の
人
が
あ
っ
て
そ
れ
が
指
導
者
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
宗
匠
が
「
扇
開
け

ば
薄
墨
の
月
」
と
い
う
付
け
句
を
し
た
の
を
、
さ
す
が
宗
匠
は
う
ま
い
と
言
っ
て
ひ
ど
く
感
心
し
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
前
句
は
何
で
あ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

「
赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り
」
（
碧
梧
桐
）
で
も
父
の
説
に
従
え
ば
な
る
ほ
ど
「
言
う
た
だ
け
」
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
句
が
若
か
っ
た
当
時
の
自
分
の
幻
想
の
中
に
天
に
沖
ち
ゅ
うす
る
赤
白
の
炎
と
な
っ
て
も
え
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上
が
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

「
俳
句
は
読
者
を
共
同
作
者
と
し
て
成
立
す
る
」
と
言
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
言
葉
も
ま
る
で
う
そ
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
発
句
だ
け
で
は
、
そ
の
評
価
は
時
と
場
所
と
人
と
の
函
数
と
し
て
零
か
ら

無
限
大
ま
で
変
化
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
連
句
に
な
る
と
、
も
う
そ
れ
ほ
ど
の
自
由
が
き
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一

重
の
網
を
の
が
れ
た
魚
で
も
三
十
六
重
の
網
に
は
引
っ
か
か
る
の
で
あ
る
。
一
枚
の
芸
術
写
真
に
興
味
の

な
い
人
で
も
映
画
は
お
も
し
ろ
が
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
の
に
現
代
に
お
い
て
俳
句
の
ほ
う
に
大
衆
性
が
あ
っ
て
、
連
句
の
ほ
う
は
至
っ
て
影
が
薄
い
の

は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
俳
句
の
享
楽
は
人
の
句
を
読
む
こ
と
よ
り
も
よ
り
多
く
自
分
で
作
る
こ
と
に
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
点
ス

キ
ー
や
ダ
ン
ス
に
似
て
い
る
。
そ
う
し
て
だ
れ
で
も
あ
る
程
度
ま
で
は
で
き
る
か
ら
楽
し
み
に
な
る
。
し

か
し
連
句
は
読
ん
で
お
も
し
ろ
く
て
も
作
る
の
は
な
か
な
か
た
い
へ
ん
で
あ
る
。
こ
の
点
映
画
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
う
し
て
し
か
も
現
在
の
大
衆
に
は
わ
か
り
に
く
い
象
徴
的
な
前
衛
映
画
で
あ
る
。

　
現
代
の
俳
句
界
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
し
に
は
大
衆
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
に
、
今
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
露
骨
主
義
と
連
句
の
暗
示
芸
術
と
い
う
も
の
と
は
本
来
別
世
界
の
産
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物
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
を
は
な
れ
て
抽
象
的
に
考
え
て
み
る
と
連
句
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
的
連
句
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
の
可
能
性
も
全
然
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
ロ
シ

ア
映
画
の
あ
る
も
の
は
前
者
の
類
型
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
映
画
の
あ
る
も
の
は
後
者
の
仲
間
で
あ
る
と
言

っ
て
も
そ
う
は
な
は
だ
し
い 

牽  

強  

付  

会 

け
ん
き
ょ
う
ふ
か
い

で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
八

　
連
句
の
映
画
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
に
幾
度
も
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
所
見
を

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
じ
よ
う
な
意
見
を
も
っ
た
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
立
し
て
ま
た
、
映
画
的
な
連
句
の
新
形
式
を
予
想
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
も

し
う
ま
く
行
っ
た
ら
、
こ
の
ほ
う
は
き
っ
と
現
代
の
大
衆
に
理
解
さ
れ
や
す
く
、
模
倣
さ
れ
や
す
く
、
従

っ
て
享
楽
さ
れ
や
す
い
も
の
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　
昔
漱
石
虚
子
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
「
俳
体
詩
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
の
無
意
識
な
萌
芽

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
だ
芸
術
映
画
の
理
論
な
ど
の
問
題
に
な
ら
な
い
時

代
に
お
け
る
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
か
ら
見
る
と
そ
う
い
う
見
地
か
ら
は
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
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た
か
も
し
れ
な
い
。

　
自
分
の
こ
こ
で
映
画
的
連
句
と
い
う
の
は
一
定
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
基
づ
い
た
シ
ナ
リ
オ
的
な
連
句
の
つ

も
り
で
あ
る
。
し
か
し
シ
ナ
リ
オ
的
な
叙
事
詩
と
は
だ
い
ぶ
ち
が
う
つ
も
り
で
あ
る
。
一
方
で
は
季
題
や

去さ
り
嫌きら
い
や
打
ち
越
し
な
ど
に
関
す
る
連
句
的
制
約
を
あ
る
程
度
ま
で
導
入
し
て
進
行
の
沈
滞
を
防
ぎ
楽

章
的
な
形
式
の
斉
整
を
保
つ
と
同
時
に
、
ま
た
映
画
の
編
集
法
連
結
法
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
の
効
果
的
様

式
を
取
り
入
れ
て
一
編
の
波
瀾
曲
折
を
豊
富
に
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。

　
な
ん
だ
か
夢
の
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、
し
か
し
百
年
た
た
な
い
う
ち
に
そ
ん
な
新
詩
形
が
東
洋
の
日
本

で
生
ま
れ
出
て
、
そ
れ
が
西
洋
へ
輸
入
さ
れ
、
高
慢
な
西
洋
人
が
び
っ
く
り
し
て
そ
う
し
て
争
っ
て
ま
ね

を
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
九

　
短
歌
に
は
作
者
自
身
が
自
分
の
感
情
に
陶
酔
し
て
夢
中
に
な
っ
て
詠
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
の
が
か
な
り

多
い
。
し
か
し
俳
句
で
は
た
と
え
形
式
の
上
か
ら
は
自
分
の
感
情
を
直
写
し
て
い
る
よ
う
で
も
、
そ
こ
で

は
や
は
り
、
そ
の
自
分
の
感
情
が
花
鳥
風
月
と
同
様
な
一
つ
の
対
象
と
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
別
の
観
察
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者
と
し
て
の
別
の
自
分
が
観
察
し
記
録
し
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
こ
う
い
う

意
味
で
、
歌
は
宗
教
の
よ
う
で
あ
り
、
俳
句
は
哲
学
の
よ
う
で
あ
る
と
言
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。

　
そ
れ
と
は
関
係
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
自
分
は
近
ご
ろ
こ
ん
な
空
想
を
起
こ
し
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
歌
人
で
気
違
い
に
な
っ
た
り
自
殺
し
た
り
す
る
人
の
数
と
、
俳
人
で
同
様
な
こ
と
に
な
る
人
の

数
と
を
比
較
し
て
み
た
ら
、
こ
と
に
よ
る
と
前
者
の
ほ
う
が
比
率
の
上
で
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
完
全
な
資
料
に
よ
っ
て
統
計
的
に
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ん
と
も

言
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
き
わ
め
て
狭
い
範
囲
の
資
料
か
ら
見
る
と
、

ど
う
も
、
そ
う
い
う
傾
向
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
歌
人
の
話
で
は
、
比
較
的
少
数
な
そ
の
一
派
で

気
の
狂
っ
た
人
が
五
六
人
は
あ
る
と
い
う
。
あ
る
俳
人
の
一
門
で
は
長
年
の
間
に
一
人
二
人
自
殺
し
た
人

は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
人
た
ち
が
長
く
俳
句
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
要
す
る
に
こ
れ
は
全
く
自
分
の
空
想
に
過
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
自
分
の
考
え
て
い
る
歌
と
俳
句
と
の
作

者
の
そ
の
創
作
の
瞬
間
に
お
け
る
「
自
分
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
態
度
の
相
違
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の

よ
う
な
空
想
が
万
一
事
実
と
し
て
現
わ
れ
て
来
る
と
し
て
も
別
に
不
思
議
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

あ
る
。

　
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
歌
を
作
る
人
が
皆
あ
あ
で
あ
っ
て
俳
句
を
や
る
人
が
こ
と
ご
と
く
こ
う
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で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
た
だ
統
計
的
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
も
し
以
上
の
空
想
が
い
く
ぶ
ん
事
実
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
歌
や
俳
句
の
力
で
人
を
ど
う
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
た
だ
歌
を
や
る
人
と
俳
句
を
や
る
人

と
で
本
来
の
素
質
に
多
少
の
通
有
的
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
と
も
か
く
も
、
た
と
え
ば
、 

三 

原 

山 

み
は
ら
や
ま

投
身
者
だ
け
に
つ
い
て
で
も
、
も
し
わ
か
る
も
の
な

ら
そ
の
中
で
俳
句
を
や
っ
て
い
た
人
が
何
プ
ロ
セ
ン
ト
あ
っ
た
か
調
べ
て
み
た
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
俳

諧
の
目
を
通
し
て
自
然
と
人
生
を
見
て
い
る
人
が
、
容
易
な
こ
と
で
そ
ん
な
絶
望
的
気
持
ち
に
な
っ
た
り
、

ま
た
そ
ん
な
に
興
奮
し
た
り
し
よ
う
と
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
に
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
友
人
の
話
で
あ
る
が
、
あ
る
俳
人
で
長
い
病
の
後
に
死
が
迫
っ
た
と
き
に
聖
書
と
句
集
と
を
胸
の
上
に

お
い
て
死
ん
で
行
っ
た
人
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
「
宗
教
だ
け
で
は
、
ど
う
も
さ
び
し
か
っ
た
ら
し
い
」

と
友
人
が
付
け
加
え
て
話
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
九
年
三
月
、
俳
句
研
究
）
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