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小
さ
き
歩
み

　
あ
あ
、
し
ば
ら
く
、
と
挨
拶
を
す
る
よ
う
な
心
持
で
、
私
は
佐
藤
俊
子
氏
の
「
小
さ
き
歩
み
」
と
い
う

小
説
（
改
造
）
を
手
に
と
っ
た
。
こ
の
作
者
が
田
村
と
い
う
姓
で
小
説
を
書
い
て
い
た
頃
の
写
真
の
面
影

は
、
ふ
っ
さ
り
と
大
き
い
ひ
さ
し
髪
の
下
に
、
当
時
の
日
本
の
婦
人
と
し
て
は
感
覚
的
な
あ
る
強
さ
の
感

じ
ら
れ
る
表
情
を
う
か
べ
て
、
遠
い
大
正
年
代
初
頭
の
記
憶
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
当
時
こ
の
作
者
は
、
恋

愛
の
い
き
さ
つ
の
間
で
、
激
情
的
に
、
爆
発
的
に
女
の
自
我
と
い
う
も
の
を
主
張
し
た
作
品
を
書
い
た
。

従
来
、
日
本
の
婦
人
作
家
の
作
品
の
中
で
は
圧
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
婦
人
の
官
能
の
面
を
も
あ
る
意
味
で

は
解
放
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
い
た
婦
人
作
家
の
生
活
は
転
変
し
て
、
十
数
年
の
年

月
が
は
げ
し
い
社
会
的
起
伏
を
も
っ
て
、
こ
の
「
小
さ
き
歩
み
」
と
の
間
に
推
移
し
た
の
で
あ
っ
た
。
稟

質
的
に
は
相
当
激
し
い
も
の
を
持
ち
つ
つ
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
主
観
的
な
題
材
や
テ
ー
マ
の
作
品
を
書
い

て
い
る
作
者
は
、
こ
の
「
小
さ
き
歩
み
」
で
昔
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
広
い
世
界
へ
踏
み
出
し
て
い
る
。

扱
わ
れ
て
い
る
感
情
も
複
雑
で
、
客
観
的
な
作
者
の
観
察
、
洞
察
、
史
観
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
へ
、
俊
子
さ
ん
は
あ
る
い
は
は
っ
き
り
し
た
発
展
の
計
画
を
も
た
ず
に
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
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た
。
し
か
し
、
周
囲
の
生
活
の
内
容
は
谷
中
天
王
寺
町
の
小
さ
い
庭
を
も
っ
た
家
の
中
で
の
も
の
と
す
っ

か
り
ち
が
い
、
一
人
の
婦
人
作
家
を
、
そ
の
日
常
の
生
活
で
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
移
民
問
題
の
中
へ
、
第
二

世
問
題
の
中
へ
押
し
出
し
た
結
果
と
な
っ
た
。

　
ジ
ュ
ン
と
い
う
ノ
ル
マ
ル
・
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
る
第
二
世
の
娘
を
中
心
に
「
白
い
人
種
で
な
い
、

と
い
う
限
り
な
い
寂
し
さ
を
味
わ
い
」
つ
つ
、
あ
る
い
は
絶
望
し
、
あ
る
い
は
健
気
に
そ
の
苦
痛
、
困
難

と
闘
お
う
と
す
る
日
本
人
移
民
、
そ
れ
ら
の
移
民
を
中
間
で
搾
取
す
る
日
本
人
の
親
方
、
密
告
、
不
正
入

国
者
の
生
活
な
ど
を
、
こ
の
「
小
さ
き
歩
み
」
は
物
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
今
月
発
表
さ
れ
た
の
は
前
篇

で
あ
り
、
後
篇
で
の
見
と
お
し
は
つ
け
難
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
は
、
も
っ
と
主
要
な
部
分
部
分
を
、

突
っ
込
ん
で
綿
密
に
書
か
れ
た
ら
、
描
か
れ
て
い
る
世
界
の
現
実
感
も
深
ま
り
、
意
義
ふ
か
い
、
社
会
的

な
立
体
性
も
強
く
活
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
平
凡
な
構
成
で
は
あ
る
が
、
ジ
ュ
ン
、
兄
の
ジ
ョ
ー

ジ
、
そ
の
両
親
の
移
民
第
一
世
、
第
二
世
と
し
て
の
生
活
を
作
品
の
中
心
に
き
っ
か
り
と
据
え
て
、
そ
れ

ら
の
人
々
と
の
交
渉
の
間
に
キ
ー
ラ
ム
と
い
う
人
物
、
道
代
と
い
う
娘
、
持
田
、
高
雄
、
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
の
人
物
、
ウ
ェ
ス
レ
ー
教
会
で
の
よ
う
な
特
徴
的
な
場
面
場
面
が
描
き
出
さ
れ
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
興

味
あ
る
一
長
篇
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
、
作
者
は
ま
だ
自
分
の
描
こ
う
と
す
る
ひ
ろ
い
現
実
に
対

し
て
自
身
の
お
り
場
所
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
き
め
て
い
な
い
。
だ
が
、
作
者
の
共
感
は
「
労
働
者
に
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必
要
な
知
識
」
を
身
に
つ
け
て
、
移
民
の
自
覚
を
う
な
が
す
た
め
に
努
力
し
て
い
る
持
田
、
可
憐
で
、
な

に
か
積
極
的
な
も
の
を
二
世
と
し
て
の
自
分
の
生
活
の
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
ジ
ュ
ン
な
ど
の
上
に

あ
る
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
俊
子
氏
の
作
の
「
小
さ
き
歩
み
」
と
い
う
ど
こ
や
ら
謙
遜
め
い
た
題
か
ら
私
は
作
者
が
こ
の
十
数

年
間
に
人
間
と
し
て
身
に
と
り
あ
つ
め
て
来
た
も
の
の
内
容
と
、
現
在
作
家
と
し
て
感
じ
よ
う
と
す
る
文

学
的
雰
囲
気
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
と
の
間
に
、
何
か
不
安
定
な
間
隔
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ

た
。
私
は
こ
の
作
者
が
、
都
会
人
ら
し
く
自
身
の
経
験
を
単
な
る
偶
然
の
こ
と
と
し
て
眺
め
す
て
ず
、
執

拗
に
、
具
体
的
に
心
理
、
情
景
の
細
部
を
も
追
究
し
て
後
篇
を
完
成
す
る
こ
と
を
深
く
希
望
す
る
。
こ
の

作
者
が
歴
史
の
進
歩
的
な
面
へ
の
共
感
に
よ
っ
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
、
よ
し
ん
ば
偶
然
に
よ
っ

て
貯
蓄
さ
れ
た
経
験
で
あ
ろ
う
と
も
、
真
摯
な
芸
術
化
の
過
程
を
通
じ
て
真
に
作
者
を
発
展
せ
し
め
る
社

会
的
な
必
然
の
内
容
と
な
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
。
真
の
収
穫
は
い
わ
ば
こ
れ
か
ら
と
も
い
い
得
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
強
者
連
盟
」
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相
当
の
太
さ
を
持
っ
た
青
竹
が
地
べ
た
か
ら
生
え
て
い
る
。
青
竹
は
き
め
の
つ
ま
っ
た
独
特
の
艷
を
持

っ
て
い
て
、
威
勢
が
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
の
に
地
べ
た
か
ら
四
尺
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
、
ス
パ
リ
と
胴
ぎ

り
に
さ
れ
て
い
る
。
切
り
口
の
円
い
ず
ん
胴
が
見
え
る
。
新
し
い
芽
が
ふ
き
出
す
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、

そ
の
青
竹
の
わ
き
か
ら
で
あ
ろ
う
、
こ
の
切
り
口
か
ら
は
芽
は
ふ
か
ぬ
。

　
深
田
久
彌
氏
の
「
強
者
連
盟
」
を
読
み
終
り
の
こ
さ
れ
た
複
雑
な
後
味
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
私
の

心
に
は
右
の
よ
う
な
一
つ
の
な
ま
な
ま
し
い
表
象
が
浮
ん
で
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
作
者
は
、
こ
の
人
生
に
日
本
の
過
去
の
教
養
的
常
識
が
呈
出
し
て
来
た
あ﹅
く﹅
の
抜
け
た
も
の
、
静
的
な

美
の
か
わ
り
に
、
「
動
物
的
な
も
の
」
「
骨
格
を
つ
く
る
」
と
こ
ろ
の
「
ア
ク
の
つ
よ
い
も
の
」
の
価
値

を
主
張
し
て
い
る
。
亮
子
と
い
う
溌
剌
と
し
て
生
来
の
生
活
力
を
豊
富
に
蔵
し
た
若
い
女
を
通
じ
て
、
き

ま
り
き
っ
た
「
三
方
に
仕
切
っ
た
舞
台
の
よ
う
な
」
枠
の
内
で
の
生
活
に
対
す
る
本
能
的
な
嫌
悪
を
語
っ

て
い
る
。
又
、
彼
女
の
兄
で
あ
る
小
説
家
伴
三
の
作
家
的
日
暮
し
の
姿
を
批
判
し
て
「
小
説
っ
て
そ
ん
な

も
の
か
し
ら
」
「
兄
さ
ん
の
勉
強
と
い
う
の
は
場
面
場
面
を
ソ
ツ
な
く
書
く
た
め
の
工
夫
で
、
心
を
ど
う

か
す
る
と
い
う
魂
の
こ
も
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
わ
」
と
、
兄
伴
三
の
み
な
ら
ず
今
日
の
職
業
作
家
の

共
通
な
急
所
を
突
い
て
も
い
る
。
伴
三
が
本
郷
の
本
屋
で
、
高
等
学
校
の
生
徒
（
梅
雄
）
が
自
分
の
本
を

し
ば
ら
く
ひ
ら
い
て
立
読
み
し
、
や
が
て
卒
然
感
興
を
失
っ
た
表
情
で
そ
れ
を
乱
暴
に
本
棚
へ
戻
す
の
を
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目
撃
し
て
い
て
受
け
た
苦
痛
の
感
情
は
、
「
強
者
連
盟
」
全
篇
の
中
で
も
、
亮
子
の
い
わ
ゆ
る
心
を
ど
う

か
し
そ
う
に
ま
で
肉
薄
し
た
描
写
で
あ
る
。

　
作
者
は
恐
ら
く
周
囲
に
充
ち
て
い
る
で
あ
ろ
う
小
説
家
的
日
暮
し
の
人
工
性
、
稀
薄
性
に
呼
吸
困
難
を

感
じ
、
い
か
り
を
蔵
し
て
、
こ
の
一
篇
に
組
み
う
っ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
作
者
の
気
分
は
、
は
っ

き
り
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
が
道
具
立
て
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
相
の
面
に
ふ
れ
、
ア
ク
つ
よ

き
も
の
の
諸
典
型
を
紹
介
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
、
行
間
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
最
後
に
一
貫
し
た
印
象
と
し

て
読
者
に
の
こ
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
る
動
的
な
も
の
、
強
靭
で
、
肺
活
量
の
多
い
も
の
を
求
め
て
い
る
作

者
の
主
観
的
翹
望
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
作
者
は
人
生
を
愛
さ
ず
に
は
お
れ
な
く
、
小
説
家
以
上
の
芸
術
家
を
求
め
ず
に
お
れ
ず
、
そ
の
気
分
は

し
み
入
っ
て
来
る
の
だ
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
現
代
の
頽
廃
の
毒
気
が
あ
る
程
度
ま
で
智
慧
の
働
き
に
作

用
し
て
い
る
。
最
後
の
一
、
二
ペ
ー
ジ
で
、
作
者
は
、
亮
子
に
ほ
と
ん
ど
過
重
な
内
的
容
積
を
も
り
込
ん

で
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
近
頃
ど
ん
な
映
画
を
見
て
も
演
出
を
見
て
も
『
な
ん
だ
こ
こ
が
見
せ
場
か
』

『
こ
こ
が
山
か
』
と
案
外
そ
の
見
せ
場
や
山
が
大
し
た
も
の
で
な
い
の
に
ガ
ッ
カ
リ
し
て
い
る
」
だ
が

「
こ
ん
な
こ
と
は
何
気
な
く
成
行
に
ま
か
せ
な
が
ら
、
自
分
は
始
終
き
び
し
い
一﹅
心﹅
で﹅
自﹅
分﹅
を﹅
律﹅
し﹅
て﹅
い

れ
ば
い
い
の
だ
わ
」
と
、
気
を
と
り
直
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
は
計
ら
ず
も
こ
こ
に
到
っ
て
一
つ
の

7



大
き
い
輪
を
描
い
て
、
自
身
が
す
で
に
そ
の
作
品
の
前
半
で
呈
出
し
て
い
る
批
判
の
中
へ
舞
い
降
り
て
し

ま
っ
た
。
一
定
の
自
戒
を
も
ち
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
そ
の
も
の
を
生
活
の
目
的
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い

る
梅
雄
に
友
人
団
が
「
た
だ
君
の
情
熱
は
中
ぶ
ら
り
ん
で
方
向
が
な
い
ね
」
と
い
い
、
作
者
は
そ
の
評
言

の
社
会
的
な
正
当
性
を
認
め
て
い
る
。
丁
度
そ
の
評
言
の
真
只
中
に
全
篇
の
終
り
は
曲
線
を
描
い
て
陥
り

こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
残
さ
れ
た
一
つ
の
疑
問

「
習
俗
記
」
（
芹
沢
光
治
良
・
改
造
）
「
葉
山
汲
子
」
（
舟
橋
聖
一
）
「
新
し
き
塩
」
（
荒
木
巍
・
中
央

公
論
）
「
未
練
」
（
宇
野
千
代
・
同
）
「
空
白
」
（
立
野
信
之
）
そ
の
ほ
か
い
く
つ
か
の
小
説
を
こ
の
数

日
の
間
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
結
局
私
の
心
に
は
そ
の
一
作
一
作
に
つ
い
て
の
感
想
を
語
る
興
味
が
生

ぜ
ず
、
む
し
ろ
総
括
的
な
一
つ
の
疑
問
が
の
こ
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
、
以
上
の
諸
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

作
家
に
と
っ
て
自
信
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
誰
の
読
後
感
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
沢
山
の
小
説
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
芸
術
的
に
弱
い
作
品
た
ら
し
め
て
い
る
原
因
を
観
察

す
る
と
、
こ
ん
に
ち
の
文
学
の
問
題
と
し
て
あ
る
疑
問
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
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こ
れ
ら
の
作
品
の
中
に
は
、
た
だ
一
つ
も
熱
心
の
あ
ま
り
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
も
の
が
な
い
。
意
あ

ま
っ
て
筆
足
ら
ず
、
つ
い
に
親
し
き
失
敗
を
示
し
て
い
る
と
い
う
も
の
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
こ
ん
に
ち

の
嶮
阻
な
時
代
と
闘
う
人
間
の
情
熱
、
複
雑
困
難
な
現
実
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意
企
か
ら
芸
術
的
均
衡

が
破
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
の
は
見
当
ら
な
い
。
多
く
の
作
品
は
、
共
通
に
、
作
家
の
芸
術
的
確
信
の

喪
失
、
自
身
が
作
品
に
お
い
て
主
張
し
得
る
社
会
性
、
存
在
権
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
稀
薄
に
さ
れ
、
弱
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
川
端
康
成
氏
は
、
今
日
の
文
壇
で
、
自
身
と
し
て
の
芸
術
的
境
地
を
守
る
こ
と
、
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と

の
き
び
し
い
作
家
の
一
人
と
し
て
一
部
の
尊
敬
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
今
月
の
「
父
母
」
（
改
造
）

の
最
後
の
章
の
効
果
を
、
作
者
自
身
は
何
と
見
る
で
あ
ろ
う
か
。
慶
子
と
い
う
少
女
の
青
春
の
美
を
め
ぐ

っ
て
軽
井
沢
風
景
の
間
に
描
か
れ
る
作
者
の
幻
想
の
世
界
か
ら
、
最
後
に
作
者
自
身
が
飛
び
出
し
、
「
信

念
の
な
い
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
は
皆
フ
ァ
ン
テ
ィ
ジ
ス
ト
に
過
ぎ
ず
、
信
念
の
な
い
リ
ア
リ
ス
ト
は
皆
セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ス
ト
に
過
ぎ
ぬ
」
と
結
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
効
果
を
ひ
き
起
し
、
あ
る
機
智
的
な
鋭
さ
で
、

閃
光
の
よ
う
に
作
家
と
し
て
の
良
心
の
敏
さ
、
芸
術
境
の
独
自
性
を
全
篇
の
内
部
に
照
り
か
え
そ
う
と
試

み
ら
れ
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
父
母
」
全
篇
を
通
じ
て
の
一
番
普
通
の
人
間
は

わ
か
り
よ
い
こ
の
文
句
に
は
意
外
に
現
実
的
な
生
活
力
が
こ
も
っ
て
い
て
、
効
果
は
平
凡
に
、
だ
が
正
常
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に
働
い
て
し
ま
っ
た
。
最
後
の
一
句
の
お
か
げ
で
、
旧
約
聖
書
の
雅
歌
の
一
く
さ
り
ま
で
を
引
用
し
、
築

か
れ
た
幻
想
の
世
界
は
に
わ
か
に
作
者
自
身
に
よ
っ
て
か
き
ま
わ
さ
れ
、
こ
わ
さ
れ
、
読
者
は
索
然
と
、

何
か
作
文
を
読
ま
さ
れ
た
よ
う
な
感
想
を
抱
く
の
で
あ
る
。

　
川
端
氏
の
芸
術
境
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
顕
著
な
気
分
の
崩
壊
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
私
の
注
意
を

ひ
き
つ
け
た
。
最
後
の
一
句
を
付
け
さ
せ
た
一
種
の
神
経
質
さ
は
ど
こ
か
ら
、
い
つ
、
川
端
氏
の
と
こ
ろ

へ
し
の
び
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
？

　
こ
ん
に
ち
の
社
会
的
現
実
が
頽
廃
的
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
描
く
こ
と
、
虚
無
に
徹
す
る
こ
と
で
新

た
な
人
間
性
を
見
出
す
と
主
張
さ
れ
て
来
た
文
壇
的
な
文
学
は
、
は
た
し
て
、
頽
廃
を
描
き
得
る
社
会
性

や
情
熱
を
蔵
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
頽
廃
を
描
く
文
学
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
文
学
そ
の
も
の
の
頽
廃

へ
の
傾
向
で
あ
る
か
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
敗
北
的
な
事
情
、
状
態
が
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
に
は
大
き
い
相
関
関
係
を
も
っ

て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
そ
の
お
び
た
だ
し
い
未
熟
さ
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
文
学
の
発
展
の

た
め
に
益
し
た
点
は
文
学
の
内
容
表
現
に
お
け
る
社
会
性
の
評
価
で
あ
っ
た
。
二
三
年
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
運
動
に
蹉
跌
を
生
じ
急
速
に
退
潮
す
る
と
と
も
に
、
文
芸
復
興
の
声
が
高
く
あ
が
っ
た
。
そ
れ
に
は
、

当
時
と
し
て
必
然
な
さ
ま
ざ
ま
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
来
多
く
の
作
家
の
「
芸
の
虫
」

10十月の文芸時評



め
い
た
技
法
追
究
は
激
し
く
推
移
す
る
日
本
の
現
実
の
情
勢
か
ら
、
作
品
の
社
会
性
を
、
す
ご
い
有
様
で

引
は
が
し
て
し
ま
っ
た
結
果
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題

　
本
月
も
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
雑
誌
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
が
こ
ん
に
ち
の
現
実
の
中
で
持
っ
て
い
る
健
全
性
へ
の
可
能
は
、
文
学
の
視
野
を
す
で
に
そ
の
発

展
の
た
め
に
は
、
あ
る
意
味
で
狭
隘
化
し
て
い
る
文
壇
か
ら
、
も
っ
と
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
生
の
ま
ま
の
人

間
的
情
熱
の
歴
史
的
課
題
そ
の
も
の
の
中
へ
ひ
ら
き
得
る
予
想
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
文
学
」
（
青
野
季
吉
・
新
潮
）
で
、
「
現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
反
動
的
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
か
ら

の
人
間
の
擁
護
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
最
も
普
遍
的
な
こ
の
問
題
の
本
質
と
し
て
肯
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
が
マ
ル
ク
ス
主
義
に
絶
望
し
、
そ
れ
と
訣
別
し

た
と
こ
ろ
に
そ
の
出
発
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
も
含
め
て
一
切
の
人
間
の
精
神
の
活
動

や
行
為
、
人
間
的
独
立
が
、
虐
げ
ら
れ
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
ノ
ッ
ピ
キ
な
ら
ぬ
出
発
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が
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
正
当
な
理
解
で
あ
る
。
そ
の
社
会
的
共
感
の
基
礎
と
し
て
集
団
的
人
間
が
予

想
さ
れ
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
合
理
性
の
声
と
し
て
、
人
間
性
を
内
容
づ
け
る
階
級
性
も
、
当
然
思
惟
の

領
域
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
性
急
に
従
来
の
定
形
に
準
じ
て
方
向
づ
け
て
し
ま
っ
て
も
、

観
念
上
の
満
足
に
と
ど
ま
っ
て
、
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
広
汎
な
名
称
を
も
っ
た
思
想
の
要
求
は
、

そ
れ
の
発
生
す
る
日
本
的
な
社
会
の
特
徴
、
そ
の
複
雑
性
と
困
難
性
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
文
学
を
社
会
的
、
現
実
的
局
面
と
か
た
く
結
ぼ
う
と
す
る
意
慾
、
現
実
で

は
分
裂
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
「
知
性
と
感
性
と
の
統
一
、
背
馳
し
て
い
る
意
識
と
行
動
と
に
人
間
的

な
統
一
を
与
え
、
す
こ
や
か
に
逞
し
い
人
生
を
発
見
し
、
創
造
し
よ
う
」
と
欲
す
る
感
情
に
お
い
て
、
あ

る
光
明
的
な
脈
動
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
誰
し
も
、
こ
の
響
に
向
っ
て
期
待
す
る
何
物
か
が
、
わ
が

胸
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
の
問
題
、
行
為
の
問
題
と
し
て
見
た
と
き
、

こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
核
心
的
翹
望
で
あ
る
知
性
と
感
性
、
意
識
と
行
動
と
の
人
間
的
統
一
は
、
こ
ん

に
ち
の
錯
雑
し
て
い
る
実
況
の
中
か
ら
ど
う
い
う
方
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
質

問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
文
学
と
し
て
社
会
的
文
学
的
の
見
と
お
し
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
教
養
の
方
向

と
し
て
「
鴎
外
、
芥
川
的
教
養
は
、
む
し
ろ
彼
等
に
と
っ
て
は
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
回
避
を
意
味
し
、

現
代
的
教
養
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
」
現
代
社
会
は
頽
廃
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
頽
廃
の
根
源
を
看
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破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
家
は
頽
廃
の
性
格
か
ら
救
わ
れ
、
頽
廃
を
克
服
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

青
野
氏
は
、
か
か
る
性
質
の
教
養
こ
そ
、
知
的
探
求
こ
そ
、
現
代
の
作
家
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
主

張
す
る
こ
と
で
、
一
層
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
作
家
と
の
関
係
の
具
体
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
更
に
も
う
一
歩
す
す
ん
で
、
き
わ
め
て
素
朴
な
質
問
が
こ
こ
に
な
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
よ

う
な
教
養
は
ど
こ
で
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
ど
う
い
う
人
間
的
鍛
錬
と
文
学
的
な
勉
強
が
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
答
え
は
出
さ
れ
て
い
る
。
「
悪
時
代
及
び
社
会
と
の
闘
争
の
中
に
お
い
て
生
か
さ

れ
る
の
で
あ
り
」
「
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
学
の
社
会
性
は
ま
た
社
会
に
対
す
る
闘
争
的
性
格
に
加

え
て
、
社
会
の
客
観
的
理
解
に
よ
っ
て
特
性
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
そ
の
現
実
的

局
面
が
、
当
然
そ
れ
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
祥
点
が
、
現
代
の
社
会
の
特
徴
に
よ
っ
て
雑
階
級
的
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
性
格
的
な
持
物
を
否
定
せ
ぬ
ま
ま
に
前
進
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
せ
ざ
る
を
得
な
い
客
観
的
事
情
も
あ

り
、
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
出
発
を
異
に
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
こ

と
も
、
一
応
肯
け
な
く
は
な
い
。
然
し
、
人
間
社
会
の
歴
史
的
展
望
に
立
っ
て
見
わ
た
し
た
場
合
、
き
ょ

う
の
日
本
的
現
実
に
反
応
す
る
積
極
性
の
一
表
現
と
し
て
支
持
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
関
係
は
、
た
だ
単
に
、
並
列
的
に
出
発
点
が
ち
が
う
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
か
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ん
じ
ん
の
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
後
者
へ
の
見
と
お
し
が
、
何
か
の
意
味
で
そ
の
中
枢
神

経
を
貫
い
て
い
な
け
れ
ば
、
結
局
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
生
彩
あ
る
発
動
、
深
化
、
推
進
力
を

麻
痺
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
、
質
的
な
関
係
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
困
難
な
新
進
の
道

　
芥
川
賞
を
得
た
小
田
嶽
夫
・
鶴
田
知
也
「
二
新
人
に
訊
く
」
と
い
う
題
で
『
三
田
新
聞
』
に
小
田
嶽
夫

氏
の
書
い
て
い
る
文
章
を
よ
み
、
そ
れ
と
腹
合
わ
せ
に
「
創
生
記
」
（
太
宰
治
・
新
潮
）
を
読
み
、
私
は

鼻
の
奥
の
と
こ
ろ
に
何
と
も
い
え
ぬ
き
つ
い
苦
痛
な
酸
性
の
刺
戟
を
感
じ
た
。
昔
の
人
は
酸
鼻
と
い
う
熟

語
で
こ
の
感
覚
を
表
現
し
た
。
更
に
「
地
底
の
墓
」
（
打
木
村
治
・
文
芸
春
秋
）
「
落
日
の
饗
宴
」
（
横

田
文
子
・
文
芸
春
秋
）
と
を
読
み
、
い
く
つ
か
の
「
新
人
論
」
を
瞥
見
し
、
私
は
、
文
学
に
、
何
ぞ
こ
の

封
建
風
な
徒
弟
気
質
ぞ
、
と
感
じ
、
更
に
、
そ
の
よ
う
な
苦
衷
、
あ
る
い
は
卑
屈
に
似
た
状
態
に
お
と
し

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
先
ず
、
文
学
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
を
ゆ
す
ぶ

っ
て
、
憤
り
を
、
憤
る
と
い
う
人
間
的
な
権
利
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
、
呼
び
さ
ま
す

べ
き
で
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
新
人
と
し
て
推
薦
さ
れ
、
人
前
に
立
つ
と
、
そ
の
顔
に
向
っ
て
、
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い
や
こ
れ
は
違
う
、
本
当
に
新
し
い
と
は
い
え
ぬ
と
い
う
声
が
正
面
か
ら
発
せ
ら
れ
、
し
か
も
、
推
薦
者

は
、
そ
れ
に
対
し
て
沈
黙
す
る
か
、
悪
い
場
合
に
は
、
い
や
、
実
は
新
し
い
ん
で
な
い
こ
と
は
分
っ
て
い

た
ん
だ
、
と
力
無
く
つ
ぶ
や
き
か
ね
な
い
。
い
わ
ゆ
る
新
人
に
と
っ
て
も
、
傍
か
ら
そ
れ
を
目
撃
す
る
も

の
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
は
堪
え
る
に
容
易
で
な
い
一
つ
の
愚
弄
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
文
学
的
新
世
代
の
萌
芽

　
真
の
文
学
的
新
世
代
の
萌
芽
は
、
そ
の
よ
う
な
む
ず
か
し
く
、
渡
る
に
難
い
文
壇
大
路
小
路
の
地
図
を

知
ら
ず
、
知
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
所
に
、
文
壇
人
で
は
な
い
普
通
の
人
々
の
こ
の
人
生
に
対
す
る
愛
と

抗
議
と
の
う
ち
に
む
し
ろ
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
の
底
入
れ
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
の
勤
労
的
人
間
の
生
活
の
中
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
真
の
新
世
代
は
こ
ん
に
ち
、
社
会
的

矛
盾
の
相
剋
の
最
悪
の
事
情
に
お
い
て
闘
い
な
が
ら
、
そ
の
争
い
に
と
も
な
っ
て
自
身
の
文
学
を
創
っ
て

ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
先
ず
勤
労
人
と
し
て
生
活
し
な
が
ら
、
文
学
を
愛
好
す
る
面
で

は
消
費
的
で
、
従
来
の
文
学
青
年
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
撞
著
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
過
程

は
歴
史
的
に
い
か
に
多
岐
、
多
難
で
忍
耐
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
生
涯
を
通
観
し
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て
も
そ
の
こ
と
は
分
明
な
の
で
あ
る
。

　
深
田
氏
の
「
強
者
連
盟
」
を
読
ん
で
も
印
象
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
こ
ん
に
ち
積
極
的
意

企
を
も
っ
た
文
学
作
品
の
中
に
は
、
情
熱
を
欲
す
る
感
情
と
い
う
も
の
が
、
つ
よ
く
緊
張
し
て
い
る
こ
と

を
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
情
熱
を
呼
び
出
そ
う
と
し
、
そ
れ
を
欲
し
て
い
る
感
情

で
あ
っ
て
、
情
熱
に
よ
っ
て
不
屈
に
試
み
ら
れ
た
人
生
発
掘
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
二
、
三
年
間

の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
的
文
学
的
態
度
の
提
唱
の
中
に
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
人
が
、
感
情
的
、
情
緒
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
は
、
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
文
地

理
的
な
説
明
だ
け
で
は
私
に
は
納
得
し
き
れ
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
の
こ
ん
に
ち
の
燃
え
立
つ
階
級
間
の
争
闘

を
、
柳
沢
健
氏
が
、
そ
の
民
族
の
持
っ
て
い
る
一
本
気
で
純
朴
で
誠
実
な
徳
性
に
よ
っ
て
、
惨
虐
性
に
ま

で
進
め
ら
れ
て
あ
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
だ
け
に
（
中
央
公
論
「
西
班
牙
を
想
う
」
）
あ
き
た
り

な
い
と
同
じ
よ
う
に
。
思
想
的
・
文
学
的
な
内
容
に
お
い
て
情
熱
と
い
う
言
葉
が
日
本
に
導
き
入
れ
ら
れ

た
の
は
、
北
村
透
谷
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
ふ
か
い
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
時
代
人
の
島
崎
藤
村
氏
が
、
こ
ん
に
ち
「
夜
明
け
前
」
を
完
成
し
、
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
東
京
招
致
に
成

功
し
た
り
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
実
際
の
生
き
方
に
お
い
て
透
谷
と
は
対
蹠
的
な
方
法
を
選
ん
だ
計
画
性

の
た
め
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
私
ど
も
に
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
日
本
文
学
の
財
産
の
性
質
を
吟
味
す
る
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上
に
意
味
ふ
か
い
こ
と
で
あ
る
。

　
今
日
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
こ
の
人
生
と
芸
術
と
に
お
い
て
、
人
間
生
活
に
及
ぼ
す
作
用
に
お
い
て
、

感
動
と
情
熱
と
は
同
じ
も
の
で
な
い
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
深
刻
な
事
実
を
、
何
か
の
形
で
会
得

さ
せ
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
日
本
文
学
に
あ
る
前
進
の
足
が
か
り
を
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
歴
史
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
へ
ぴ
っ
た
り
肩
を
入
れ
て
、
押
し
つ
押
さ
れ
つ
生
き
る
こ
と
、
摩
擦

に
堪
え
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
、
そ
の
野
暮
さ
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
美
の
可
能
、
人
間
性
の
発
露
が
あ

る
か
。
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
、
芸
術
を
芸
術
た
ら
し
め
る
情
熱
は
常
に
そ
の
外
見
に
お
い
て
粋
で
あ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
常
に
世
故
に
た
け
て
い
る
こ
と
も
、
エ
レ
ガ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

　
こ
ん
に
ち
の
文
学
の
諸
錯
綜
の
姿
を
描
き
出
し
、
相
互
関
係
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
努
力
で
、
私
は

「
現
代
文
化
と
思
想
的
文
学
的
傾
向
」
（
窪
川
鶴
次
郎
・
日
本
評
論
）
を
有
益
に
読
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
六
年
九
月
〕
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