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「
道
標
」
は
、
「
伸
子
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
「
二
つ
の
庭
」
の
続
篇
と
し

て
、
一
九
四
七
年
の
秋
か
ら
『
展
望
』
誌
上
に
か
き
は
じ
め
た
。
第
一
部
、

第
二
部
、
第
三
部
と
ず
っ
と
『
展
望
』
に
の
せ
つ
づ
け
て
一
九
五
〇
年
十
月

二
十
五
日
に
、
ひ
と
ま
ず
三
つ
の
部
分
を
お
わ
っ
た
。

　
一
つ
の
雑
誌
が
、
あ
し
か
け
四
年
か
か
っ
て
、
ほ
ぼ
三
千
枚
の
小
説
を
連

載
し
き
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
風
変
り
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
一
部
の
終
る
ご

と
に
、
わ
た
し
は
弱
気
に
な
っ
て
、
編
輯
者
の
重
荷
に
な
り
は
し
ま
い
か
と

心
配
し
た
が
、
編
輯
の
方
で
は
、
ほ
か
の
雑
誌
で
は
し
な
い
仕
事
と
し
て
や

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
う
と
う
第
三
部
ま
で

の
せ
終
っ
た
。
第
二
部
を
か
き
は
じ
め
る
こ
ろ
、
『
新
日
本
文
学
』
に
の
せ
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た
い
と
い
う
話
が
出
て
、
『
展
望
』
も
新
日
本
文
学
へ
な
ら
ば
異
存
を
い
う

す
じ
も
な
い
と
い
う
考
え
だ
っ
た
し
、
わ
た
し
も
も
と
よ
り
異
議
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
話
は
、
立
ち
消
え
て
、
や
は
り
同
じ
誌
上
に
つ
づ
け
ら
れ
そ

こ
で
終
結
し
た
。

　
第
一
部
は
、
健
康
の
最
も
わ
る
い
時
期
か
ら
書
き
は
じ
め
た
。
四
七
年
の

夏
八
月
は
じ
め
に
「
二
つ
の
庭
」
を
書
き
終
っ
た
と
き
、
血
圧
が
高
ま
り
、

五
年
前
に
夏
巣
鴨
の
拘
置
所
の
な
か
で
か
か
っ
た
熱
射
病
の
後
遺
症
が
ぶ
り

か
え
し
た
よ
う
に
な
っ
た
。
視
力
が
衰
え
て
、
口
を
き
き
に
く
く
な
っ
て
来

た
。
仕
方
が
な
く
な
っ
て
、
友
人
の
心
づ
か
い
で
急
に
千
葉
県
の
田
舎
へ
部

屋
が
り
を
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
友
人
に
日
常
の
細
か
い
親
切
を
う
け
な
が

ら
、
九
月
は
じ
め
か
ら
、
一
日
に
一
時
間
ず
つ
と
き
め
て
、
一
枚
一
枚
半
と
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い
う
風
に
「
道
標
」
第
一
部
に
着
手
し
た
。
五
〇
年
の
十
月
末
に
第
三
部
を

書
き
あ
げ
る
ま
で
、
わ
た
し
の
生
活
で
は
治
療
と
執
筆
と
が
併
行
し
た
。

「
道
標
」
は
、
第
一
部
第
二
部
と
、
第
三
部
と
の
間
に
あ
る
特
殊
な
変
化
が

あ
る
。
第
一
部
第
二
部
を
と
お
し
て
、
女
主
人
公
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
日

常
生
活
と
い
う
も
｛
以
下
欠
｝

　
こ
う
し
て
書
き
は
じ
め
て
み
る
と
、
わ
た
し
に
と
っ
て
「
道
標
」
三
部
を

か
き
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
長
篇
全
体
を
と
お
し
て
何
を
試
み
よ
う
と
し

て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
語
る
の
は
、
ま
だ
困
難
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
第
一
、
長
篇
と
し
て
「
道
標
」
三
部
は
終
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
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だ
さ
き
に
凡
そ
三
巻
ば
か
り
の
こ
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
形
の
上
で
、
「
道

標
」
は
中
途
の
一
節
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
た
し
と
し
て
創
作
方
法
の

発
展
の
道
ゆ
き
か
ら
も
、
ま
だ
中
途
で
あ
り
、
作
者
と
し
て
や
っ
と
一
つ
の

摸
索
の
過
程
を
通
過
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
二
つ
の
庭
」

「
道
標
」
第
一
部
第
二
部
、
そ
し
て
第
三
部
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
見
ら
れ

る
む﹅
ら﹅
　
　
変
化
が
率
直
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
わ
た
し
は
、
別
の
と

こ
ろ
で
も
語
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
長
篇
は
、
自
分
の
実
力
の
あ
る
が
ま
ま
の

と
こ
ろ
か
ら
、
は
た
め
に
は
自
然
発
生
的
な
方
法
で
と
り
か
か
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
自
然
発
生
風
な
書
き
は
じ
｛
め
｝
か
た
に
つ
い
て
、
作
者
と
し
て

無
意
識
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
、
日
本
の
現
代
文
学
の
実
作
の
経

験
の
う
ち
に
は
、
ま
だ
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
が
、
は
っ
き
り
そ
れ
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と
し
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
上
、
わ
た
し
自
身
と
し
て
も
、
日

本
に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
紹
介
さ
れ
た
一
九
三
三
年
以
後
明
確
な
意
識

で
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
を
追
求
し
て
作
品
を
か
い
た
と
云
え
る

経
験
を
も
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
現
代
の
世
界
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
現
実
は
、
そ
の
芸
術
再

現
の
方
法
を
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
発
展
さ
せ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
歴

史
の
動
き
の
中
核
と
人
間
生
活
の
具
体
的
な
関
係
を
描
き
得
な
い
時
代
に
来

て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
の
ち
　
　
一
九
四
五
年
か
ら
の
ち
の
世
界
と

そ
の
文
学
は
、
し
た
が
っ
て
日
本
の
文
学
も
、
文
学
精
神
の
本
質
に
お
い
て

飛
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
た
。

　
わ
た
し
は
、
は
じ
め
っ
か
ら
、
プ
ラ
ス
の
意
企
と
と
も
に
、
ひ
と
め
に
は
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マ
イ
ナ
ス
の
あ
ら
わ
で
あ
ろ
う
自
分
の
方
法
を
、
お
そ
れ
ず
に
出
発
し
た
。

わ
た
し
は
、
現
代
に
生
き
る
一
人
の
階
級
人
と
し
て
、
文
学
者
と
し
て
、
書

き
の
こ
し
た
い
人
間
理
性
の
闘
い
の
物
語
を
、
書
け
る
と
こ
ろ
か
ら
、
書
け

る
時
に
、
ま
ず
書
き
は
じ
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
理
論
が
一
九

三
二
年
ご
ろ
、
「
前
衛
の
目
を
も
っ
て
描
け
」
「
前
衛
を
描
け
」
と
云
っ
た

段
階
か
ら
前
進
し
て
、
更
に
広
汎
な
社
会
関
係
の
多
様
な
局
面
を
と
ら
え
、

多
角
的
に
歴
史
の
前
進
す
る
姿
を
描
き
得
る
方
法
で
あ
る
は
ず
だ
。
同
時
に

過
去
の
階
級
的
文
学
が
　
文
学
＋
経
済
・
政
治
に
関
す
る
階
級
的
理
解
＝
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
　
と
し
た
単
純
な
歴
史
的
段
階
も
通
過
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
む
か
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
品
に
つ
い
て
長
谷
川
如
是
閑
が
辛
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辣
に
批
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
は
、

ほ
と
ん
ど
み
ん
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
義
太
夫
の
さ﹅
わ﹅
り﹅
め
い
て
い
る
、
と
。
あ

り
来
り
の
日
本
の
半
封
建
な
人
情
と
、
階
級
的
責
任
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

の
鉄
の
規
律
と
そ
の
義
務
と
か
い
う
も
の
が
相
剋
し
て
、
そ
こ
に
悲
痛
感
を

味
っ
て
い
る
、
ふ
る
く
さ
い
。
そ
う
い
う
意
味
の
批
評
だ
っ
た
。
如
是
閑
の

そ
の
批
評
は
わ
た
し
は
じ
め
多
く
の
作
家
が
反
駁
し
た
。
日
本
の
残
虐
な
治

安
維
持
法
だ
の
封
建
的
な
家
族
制
度
　
　
裁
判
所
と
警
察
が
ま
っ
さ
き
に
な

っ
て
、
封
建
的
な
家
族
制
度
の
し
が
ら
み
に
よ
っ
て
思
想
犯
を
苦
し
め
つ
づ

け
て
い
る
、
そ
の
日
本
社
会
の
現
実
を
み
な
い
で
、
た
だ
ふ
る
く
さ
い
、
さ﹅

わ﹅
り﹅
だ
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
人
民
は
ど
ん
な
日
常
の
く
る
し
み
を
も
っ

て
解
放
の
た
め
に
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
事
実
を
過
小
評
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価
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
の
が
、
当
時
の
わ
た
し
た
ち
の
論
点
で
あ
っ
た
。

　
如
是
閑
の
批
評
が
そ
の
よ
う
に
反
駁
さ
れ
た
こ
と
は
正
し
か
っ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
な
ら
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
の
作
品
の
現
実
で
、
ど
こ
ま

で
日
本
の
独
特
な
家
族
制
度
　
　
思
想
問
題
で
は
天
皇
制
権
力
と
直
結
す
る

家
族
制
度
と
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
む
進
歩
的
人
間
の
た
た
か
い
を
描
き
出
し

た
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
半
封
建
的
義
理
人
情
は
、
ど
の
よ
う
に
歴

史
の
な
か
で
、
よ
り
人
間
性
の
積
極
な
表
現
に
向
っ
て
揚
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る

か
、
そ
の
現
実
の
過
程
　
　
「
新
し
い
人
間
」
の
成
長
の
あ
と
づ
け
は
、
日

本
の
歴
史
に
典
型
的
な
絶
対
主
義
と
軍
国
主
義
へ
の
人
間
的
抗
議
を
通
じ
て

こ
れ
も
や
は
り
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
課
題
で
あ
る
。

　
一
九
三
三
年
に
小
林
多
喜
二
の
「
党
生
活
者
」
が
か
か
れ
て
、
新
し
い
人
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間
の
あ
る
像
が
う
ち
た
て
ら
れ
た
が
、
感
情
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
未

だ
十
分
追
究
さ
れ
つ
く
し
て
い
な
｛
い
｝
部
分
が
あ
っ
た
。
片
岡
鉄
兵
の

「
愛
情
の
問
題
」
に
お
け
る
誤
り
は
た
だ
さ
れ
て
い
ず
、
野
上
彌
生
子
の

「
真
知
子
」
の
中
の
マ
ル
ク
シ
ス
ト
学
生
の
婦
人
へ
の
態
度
は
、
あ
れ
が
よ

く
な
い
面
で
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
さ
え
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
。
佐
多
い

ね
子
の
「
く
れ
な
い
」
で
さ
え
も
、
語
り
の
こ
さ
れ
て
い
る
部
分
、
或
は
、

作
者
の
現
実
へ
の
譲
歩
が
感
じ
と
れ
る
。
わ
た
し
た
ち
に
は
、
人
間
性
の
拡

大
と
高
ま
り
の
問
題
と
し
て
、
よ
り
人
間
ら
し
い
人
間
関
係
へ
す
す
み
ゆ
く

一
つ
の
道
と
し
て
の
恋
愛
・
結
婚
・
家
庭
の
課
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

現
実
は
、
片
岡
鉄
兵
の
「
愛
情
の
問
題
」
に
そ
の
反
映
を
示
し
た
コ
ロ
ン
タ

イ
時
代
か
ら
は
る
か
に
前
進
し
て
居
り
、
同
時
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
恋
愛
小
説
の
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テ
ー
マ
と
全
く
ち
が
う
社
会
歴
史
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
愛
の
物
語
が
進
行
し

つ
つ
あ
る
。
そ
れ
も
、
ま
だ
書
き
つ
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
わ
た
し
た
ち
各
国
の
民
主
的
な
人
民
生
活
は
、
こ
ん
に
ち
世
界
人
民
と
し

て
の
連
帯
感
と
互
の
は
げ
ま
し
、
互
の
共
感
を
、
最
も
新
し
い
生
活
感
情
の

一
つ
と
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
生
活
の
中
で
、
中
国
人
民
の
人
民
的
成

果
は
羽
ば
た
た
い
て
い
る
の
だ
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や
朝
鮮
の
人
々
の
勇
気
は
、

そ
の
脈
動
を
つ
た
え
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
の
文
学
は
、
当
然
、
異
国
趣
味

で
な
い
国
際
的
関
係
と
そ
の
感
情
、
世
界
史
の
積
極
的
発
現
へ
の
評
価
を
ふ

く
む
は
ず
で
あ
る
。
地
球
上
に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
て
そ
の
建
設
に
い
そ
し

ん
で
い
る
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
社
会
生
活
に
つ
い
て
、
従
来
の  

市    

民  

ブ
ル
ジ
ョ
ア

文
学

で
さ
え
も
、
も
し
文
学
の
本
質
が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
プ
ロ
メ
シ
ウ
ス
の
伝
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説
を
愛
し
て
、
敢
て
試
み
る
人
間
精
神
の
積
極
性
に
敬
意
を
は
ら
う
な
ら
ば
、

最
も
興
味
あ
る
注
目
を
む
け
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
の
文
学

の
中
に
は
、
僅
か
の
見
聞
記
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
小
説
と
し
て
、
一
個
の
人

間
性
の
変
革
に
作
用
し
て
ゆ
く
関
係
に
お
い
て
描
か
れ
た
社
会
主
義
社
会
の

描
写
は
な
か
っ
た
。
（
こ
ん
に
ち
で
は
ソ
ヴ
ェ
ト
か
ら
の
帰
還
者
の
う
ち
か

ら
、
楽
団
を
組
織
す
る
人
々
が
あ
ら
わ
れ
、
捕
虜
生
活
と
い
う
不
自
然
な
条

件
を
通
じ
て
さ
え
も
な
お
社
会
主
義
社
会
の
プ
ラ
ス
を
理
解
し
、
身
に
つ
け

て
来
た
人
々
が
日
本
の
中
に
ふ
え
た
が
。
）
し
か
し
、
な
お
、
帝
国
主
義
国

家
の
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
存
在
に
対
す
る
誹
謗
と
誇
大
な
妄
想
め
い
た
デ
マ
ゴ

ギ
ー
と
が
氾
濫
し
て
い
る
現
代
で
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
社
会
が
、
矛
盾
や

不
十
分
さ
を
も
つ
と
は
云
え
、
大
局
に
お
い
て
そ
の
生
産
方
法
に
お
い
て
、
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国
際
外
交
に
お
い
て
人
類
の
発
展
的
方
向
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ

る
こ
と
は
、
人
民
の
善
意
が
国
際
的
に
な
っ
て
い
る
こ
ん
に
ち
の
現
実
の
性

格
か
ら
自
然
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
点
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
新
し
く
成

長
し
つ
つ
あ
る
人
間
像
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ひ
と
こ
と
に
云
っ
て

み
る
と
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
社
会
の
現
実
に
よ
っ
て
こ
の
二
世
紀
ば
か
り

の
間
に
そ
の
外
部
的
・
内
部
的
生
存
を
き
り
こ
ま
ざ
か
れ
て
し
ま
っ
た
人   

ヒ
ュ
マ

間   

性  

ニ
テ
ィ
ー

を
、
二
十
世
紀
の
後
半
に
お
い
て
、
新
し
い
社
会
的
人
間
統
一
に

復
活
さ
せ
よ
う
と
熱
望
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
志
と
理
性
を
も
っ
て
き
ょ
う

の
歴
史
の
現
実
の
中
に
精
力
的
に
た
た
か
い
生
き
つ
つ
あ
る
人
間
像
を
、
描

き
た
い
と
ね
が
う
の
で
あ
る
。
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戦
争
の
年
々
、
日
本
の
人
民
生
活
の
荒
廃
の
中
で
、
せ
め
て
も
人
間
性
を

守
り
、
そ
れ
を
失
う
ま
い
と
す
る
願
い
は
、
切
実
で
あ
っ
た
。
軍
協
力
の
文

学
で
は
な
く
て
、
人
間
理
性
を
み
と
め
、
条
理
を
理
解
し
、
人
間
心
情
に
立

つ
文
学
の
可
能
を
防
衛
し
よ
う
と
す
る
意
嚮
も
、
真
実
だ
っ
た
。
し
か
し
、

第
二
次
大
戦
を
通
じ
て
、
世
界
の  

人  

間  

性  

ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー

は
、
過
去
の
歴
史
の
い
つ
の

と
き
よ
り
も
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
主
張
に
お
い
て
具
体
性
を
そ
な
え
て
来
た
。

実
践
的
な
力
を
そ
な
え
て
来
て
、
組
織
と
行
動
の
意
味
を
把
握
し
て
来
た
。

こ
ん
に
ち
、
第
三
次
大
戦
の
挑
発
に
対
し
て
、
全
世
界
の
規
模
で
実
行
さ
れ

つ
つ
あ
る
民
族
自
立
の
運
動
と
平
和
擁
護
の
運
動
の
現
実
が
、
こ
の
事
実
を

明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。

　
世
界
各
国
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
学
は
、
質
的
に
変
化
し
、
発
展
し
よ

15



う
と
し
て
い
る
。
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
や
が
て
世
界
の
文
芸
思
潮
と

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
に
よ
っ
て
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
つ
つ
も
そ
う
な
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
従
来
の
フ
ラ
ン

ス
文
学
の
方
法
で
は
必
し
も
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
人
を
描
け
な
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
来
て
い
る
の
だ
し
、
日
本
の
現
代
文
学
は
日
本
の
社
会
の
現
実
に
あ
る

動
き
、
人
間
的
諸
関
係
を
描
き
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
人
間
み
ず
か
ら
が
、
資
本
主
義
社
会
の
人
間
性
歪
曲
と
そ
の
断
片
化
か
ら

自
身
の
歴
史
を
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
ん
に
ち
の
努
力
と
、
そ
れ
を
再

現
し
よ
う
と
す
る
文
学
上
の
実
験
は
、
一
部
の
文
芸
批
評
家
が
云
う
よ
う
に
、

決
し
て
、
社
会
主
義
的
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
過
去
の
ブ
ル
ジ
ョ
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ア
文
学
の
文
学
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
お
お
か
た
が
、
資
本
主
義
の
社
会
機

構
に
対
す
る
抵
抗
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
か
ら
多
岐
に
発
展
　
　
と
い
う
よ
り

も
末
節
化
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
社
会
と
個
人
と
の
関
係
の
追
求
の
方

向
に
お
い
て
も
、
ソ
ヴ
ェ
ト
文
学
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
大
勢
は
、
第

一
次
大
戦
後
は
益
々
個
的
細
分
化
の
方
向
し
か
辿
れ
な
く
て
、
潜
在
意
識
の

中
に
自
己
存
在
の
核
を
さ
ぐ
っ
た
り
、
主
体
的
決
定
の
放
棄
、
自
我
の
実
践

が
空
白
の
状
態
に
実
存
を
見
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
し
か
不
可
能
に
な
っ

た
。
人
間
性
の
分
裂
を
追
究
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
の
分
裂
追
求
を
通
じ

て
、
分
裂
か
ら
の
人
間
的
脱
出
を
見
出
し
て
こ
そ
意
義
が
あ
る
。
文
学
創
造

と
い
う
、
人
間
精
神
の
高
度
な
作
業
そ
の
も
の
が
統
一
と
綜
合
と
を
本
質
と

し
て
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
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日
本
の
現
代
文
学
の
多
く
が
、
き
ょ
う
の
世
界
の
歴
史
の
力
づ
よ
い
ど
よ

め
き
か
ら
ず
れ
き
っ
て
、
月
々
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
信
じ
ら
れ
な
い

よ
う
な
人
間
生
活
の
断
片
や
社
会
生
活
の
腫
物
、
腐
敗
物
を
せ
せ
っ
て
い
る

の
は
、
戦
慄
を
お
こ
さ
せ
る
光
景
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文﹅
学﹅
を
書
い
て
い

る
作
家
の
一
人
一
人
に
き
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
人
々
は
誰
し
も
戦
争
時
代
の

日
本
文
学
が
、
文
学
で
な
か
っ
た
こ
と
を
云
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
だ
が
、

き
ょ
う
の
現
実
が
、
果
し
て
、
文
学
を
再
建
し
た
状
態
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

文
学
の
精
神
　
　
現
実
批
判
と
真
実
の
追
求
の
精
神
が
、
果
し
て
、
そ
れ
ら

の
作
家
の
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
隷
属
し
、
奴
隷
化
し
た
精
神
と
い
う
言

葉
を
き
い
て
さ
え
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
た
だ
冷
笑
し
て
平
気
で
あ
る
ほ
ど
、

き
ょ
う
の
日
本
文
学
の
精
神
の
あ
る
部
分
は
性
し
ょ
うが
ぬ
け
き
っ
て
い
る
。
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さ
て
、
わ
た
し
と
い
う
一
人
の
作
家
が
、
こ
こ
に
書
い
て
来
た
あ
れ
や
こ

れ
や
の
思
い
に
か
ら
れ
て
、
延
々
た
る
長
篇
の
、
辛
う
じ
て
そ
の
中
途
へ
ま

で
辿
り
つ
い
た
と
き
、
二
つ
の
肩
は
ず
っ
し
り
と
し
た
明
日
か
ら
の
仕
事
の

重
さ
を
感
じ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、
当
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ

た
し
は
「
道
標
」
三
部
を
か
い
て
、
や
っ
と
ト
ン
ネ
ル
だ
け
は
出
た
よ
う
に

感
じ
る
。
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
「
そ
れ

に
よ
っ
て
創
作
す
る
」
と
い
う
方
法
　
　
ジ
ョ
イ
ス
の
方
法
と
伊
藤
整
の
小

説
の
よ
う
な
関
係
に
は
、
な
か
っ
た
。
わ
た
し
ら
し
い
、
は
た
め
か
ま
わ
ず

の
方
法
で
「
道
標
」
を
か
き
は
じ
め
、
か
き
す
す
み
、
中
断
し
な
い
で
書
き

終
る
こ
と
で
、
作
品
と
と
も
に
、
女
主
人
公
の
成
長
と
と
も
に
段
々
社
会
主
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義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
方
法
が
ふ
く
ん
で
い
る
現
代
の
諸
課
題
の
い
く
部
分

か
を
会
得
で
き
は
じ
め
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
少
し
わ
か
り
か
け
て
み
る

と
、
少
く
と
も
わ
た
し
と
し
て
は
、
「
文
学
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
諸

理
解
の
常
套
性
や
文
学
を
通
じ
て
わ
た
し
た
ち
の
生
活
感
情
に
も
ち
こ
ま
れ

て
い
る
人
間
理
解
の
型
の
ふ
る
く
さ
さ
に
、
び
っ
く
り
し
て
い
る
し
、
政
治

と
文
学
と
の
具
体
的
関
係
に
つ
い
て
の
粗
末
な
先
入
観
に
も
お
ど
ろ
か
さ
れ

て
い
る
。
日
本
語
の
特
別
な
性
格
に
つ
い
て
も
、
お
ど
ろ
い
て
い
る
。
（
こ

の
こ
と
は
別
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。
）

　
従
来
の
文
学
評
価
で
は
、
あ
る
作
品
は
特
定
の
個
人
の
才
能
の
精
華
と
い

う
風
に
考
え
ら
れ
て
来
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
は
、
文
学
発
成
の
社
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会
的
・
階
級
的
基
盤
に
つ
い
て
は
個
人
主
義
を
超
克
し
た
モ
メ
ン
ト
を
示
し

た
の
で
あ
っ
た
が
、
作
家
と
作
品
と
そ
れ
に
対
す
る
批
評
の
関
係
で
は
、
や

は
り
作
家
個
人
に
執
す
る
古
風
さ
を
脱
し
な
か
っ
た
。

　
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
批
評
の
方
法
は
、
こ
の
点
で
、
人
間
理
性
の
普

遍
性
と
も
い
う
べ
き
素
質
を
も
っ
と
も
っ
と
ゆ
た
か
に
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と

思
う
。
あ
る
作
品
に
対
し
て
批
評
す
る
場
合
、
そ
の
作
家
個
人
の
能
力
の
限

界
、
そ
の
作
品
の
か
か
れ
た
歴
史
の
性
格
そ
の
ほ
か
を
客
観
的
に
展
開
し
て

読
者
に
示
し
、
ほ
か
の
誰
か
が
、
そ
の
一
人
の
作
家
の
可
能
性
で
は
及
び
が

た
か
っ
た
の
こ
り
の
部
分
を
更
に
独
自
的
に
発
展
さ
せ
て
見
よ
う
と
す
る
よ

う
な
い
い
刺
戟
を
う
け
る
よ
う
に
｛
し
｝
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
批
評
の
方

法
も
そ
ん
な
風
に
創
造
的
な
、
展
望
を
示
し
て
ぼ
ん
や
り
眠
っ
て
い
た
他
の
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文
学
的
独
創
力
を
め
ざ
ま
せ
る
よ
う
な
作
業
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
現
代
小
説

の
大
部
分
が
歴
史
の
進
行
か
ら
全
く
ず
り
お
ち
て
い
る
と
同
じ
に
失
喪
さ
れ

て
い
る
批
評
の
能
力
に
新
し
い
生
命
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
世
界
の
現
実
は
こ
ん
な
に
巨
大
で
複
雑
で
、
は
げ
し
く
動
い
て
い
る
。
資

本
主
義
社
会
の
内
に
う
ま
れ
て
、
す
で
に
そ
の
社
会
の
人
間
性
分
裂
の
操
作

に
多
か
れ
少
か
れ
害
さ
れ
て
い
る
わ
た
し
た
ち
が
、
自
身
の
様
々
な
不
十
分

さ
と
た
た
か
い
な
が
ら
、
な
お
人
類
へ
の
希
望
を
失
わ
ず
、
人
間
再
建
の
た

め
に
自
身
の
民
族
と
し
て
の
独
立
と
戦
争
と
い
う
世
界
人
民
に
対
す
る
殺
戮

の
行
為
に
反
対
し
て
文
学
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

文
学
が
そ
の
よ
う
な
本
質
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
身
、
民
主
的

な
人
民
の
文
学
の
連
帯
的
性
格
を
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
別
の
言
葉
で
も
っ
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と
あ
か
ら
さ
ま
に
云
え
ば
、
わ
た
し
は
、
「
伸
子
」
に
つ
づ
く
「
二
つ
の
庭
」

や
「
道
標
」
お
よ
び
こ
れ
か
ら
書
か
れ
る
部
分
を
、
自﹅
分﹅
の﹅
も﹅
の﹅
と
は
思
っ

て
い
な
い
。
き
ょ
う
に
生
き
る
み
ん
な
の
も
の
で
あ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
。
み
ん
な
の
も
の
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
文
学
作
品
が
つ
く

ら
れ
て
ゆ
く
現
実
の
過
程
と
し
て
、
特
に
あ
あ
い
う
種
類
の
作
品
は
、
一
人

の
作
家
の
社
会
人
間
的
・
文
学
的
努
力
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
し
か
な
い
。

そ
れ
を
や
り
と
げ
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
文
学
陣
営
に
対
す
る
、
わ
た

し
の
義
務
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
わ
た
し
の
最
大
の
能
力
を
も
っ
て
、
そ

の
ひ
と
つ
ら
な
り
の
文
学
作
品
の
世
界
を
み
ん
な
の
も
の
と
し
て
実
在
さ
せ

て
み
る
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
わ
た
し
に
は
、
ど

の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
者
も
知
ら
な
い
よ
う
な
一
つ
の
信
頼
感
が
あ
る
。
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そ
の
信
頼
感
は
、
自
分
の
文
学
上
の
力
量
に
関
す
る
も
の
な
ど
で
は
な
く
て
、

わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
き
つ
つ
あ
る
か
と
い
う
日
々
の
現
実
、
そ
の
い

ま
は
ま
だ
語
ら
れ
ざ
る
真
実
に
つ
い
て
の
信
頼
感
で
あ
る
。
こ
れ
を
逆
に
い

う
と
、
い
く
ら
か
お
か
し
い
こ
と
に
も
な
っ
て
、
た
と
え
わ
た
し
は
、
こ
の

長
篇
を
へ﹅
た﹅
に
書
く
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
・
文
学
者
と
し
て
い

か
に
生
き
る
か
と
い
う
点
で
、
作
品
を
生
き
こ
し
て
い
る
現
実
が
自
身
の
良

心
に
確
認
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
作
品
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中
で
お
の
ず
か

ら
う
け
る
べ
き
生
命
が
あ
る
と
い
う
信
頼
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
立
場
に

あ
る
文
学
者
の
人
生
と
文
学
と
は
、
生
き
つ
、
生
き
ら
れ
つ
の
関
係
に
し
か

あ
り
得
な
い
。
人
間
の
事
実
と
し
て
み
て
も
、
常
に
、
い
か
に
作
品
が
つ
く

ら
れ
る
か
と
い
う
よ
り
も
先
に
、
い
か
に
生
き
つ
つ
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
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自
分
が
生
き
つ
つ
あ
る
歴
史
の
地
点
の
ど
の
位
手
近
い
と
こ
ろ
ま
で
作
品
を

ひ
っ
ぱ
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
が
力
量
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
か
か
れ
た
作
品
は
ど
の
位
強
固
な
歴
史
の
証
左
と
し
て
存
在
し
そ

れ
を
書
い
た
作
家
そ
の
人
さ
え
も
、
そ
の
作
品
の
世
界
よ
り
う
し
ろ
に
は
退

か
せ
な
い
力
と
し
て
確
立
さ
れ
る
か
。
こ
れ
が
作
品
の
古
典
性
に
つ
な
が
る

の
だ
ろ
う
。
真
に
能
動
的
な
文
学
者
は
、
自
分
の
生
活
の
同
じ
平
面
を
せ
わ

し
く
か
き
さ
が
し
て
い
く
つ
も
の
作
品
を
手
早
く
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
い
と
思
う
。
社
会
と
人
民
の
歴
史
の
発
展
す
る
段
階
の
本
質
を
ど

の
位
正
確
に
つ
か
ん
で
文
学
に
再
現
す
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
す
で
に
書

か
れ
た
作
品
は
す
で
に
生
き
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
、
あ
る
作
品
を
書

い
た
と
き
の
自
分
か
ら
自
分
を
ど
ん
な
風
に
追
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
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階
級
的
な
作
家
に
は
、
こ
の
き
び
し
い
追
い
つ
け
、
追
い
こ
せ
が
終
生
つ
い

て
来
る
。
か
つ
て
書
い
た
自
身
の
古
典
の
ま
わ
り
に
い
つ
ま
で
も
う
ろ
つ
い

て
い
ら
れ
な
い
歴
史
の
た
た
か
い
の
う
ち
に
自
身
を
生
か
し
つ
づ
け
て
ゆ
く

と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
自
分
の
文
学
作
品
の
到
ら
な
さ
だ
け
を
お
そ
れ
な
い

で
生
き
、
書
い
て
い
い
の
だ
と
い
う
は
げ
ま
し
を
感
じ
る
。
わ
た
し
た
ち
の

最
も
ゆ
る
ぎ
な
い
は
げ
ま
し
は
、
誰
に
と
っ
て
も
あ
き
ら
か
な
と
お
り
歴
史

の
す
す
み
そ
の
も
の
に
よ
る
実
証
で
あ
る
。
　
　
　
〔
一
九
五
一
年
三
月
〕
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