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一つ
D
経
済
学
休
系
が
生
れ
る
た
め
に
は
、
モ

ω
時
代
の
歴
史
的
課
題
が
適
切
に
把
握
さ
れ
、
そ
れ
に
適
当
す
る
論
理
に
よ
っ
て
、

こ
の
課
題
が
解
決
さ
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
己
心
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
も
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
今
日
白
経
済

学
体
系
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
今
日
の
世
界
史
的
課
題
が
適
切
に
把
握
さ
れ
、
こ
れ
に
一
温
当
す
る
論
理
に
よ
ッ
て
、
己
目
課
題
が

解
決
さ
れ
た
け
れ
ば
な
b
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
今
日
多
く
の
人
々
は
ー
そ
の
根
木
に
於
て
、
過
去
の
歴
史
的
課
題
士
解
決
し
た
と
こ
ろ
の
論
理
を
以
て
今
日
の
問
題
を
解
決
せ

ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
目
世
凶
作
は
事
ー
笑
λ

ミ
九
白
論
理
、

マ
ル
グ
ス
の
論
理
等
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
比
九
て
あ
る
。
故
に

己
目
今
日
白
世
界
白
行
き
詰
り
を
解
決
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
れ
b
の
過
去
の
論
理
て
は
た
〈
、
こ
れ
ら
の
論
理
を
止
揚
し
た
よ

こ
ろ
の
よ
り
具
体
的
な
論
理
て
な
け
れ
ぽ
な
b
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
白
経
済
学
休
系
の
研
究
は
必
要
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
結
問

今
日
の
経
済
学
体
糸
セ
確
立
す
る
た
め
て
あ
る
。
今
日
の
経
治
学
者
た
る
も
の
白
究
極
的
在
任
務
は
、
先
づ
今
日
の
世
界
史
白
事
実
に



即
し
て
今
日
の
比
九
史
的
課
題
を
適
切
に
把
握
し
、
と
れ
に
適
切
な
論
理
を
以
て
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
と
と
に
工
ヲ
て
、
今
日
の
経

、、、.

済
学
体
系
を
確
立
す
る
と
と
で
あ
る
。
経
済
学
史
上
の
偉
人
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
盟
上
り
事
に
至
る
と
と
ろ
の
祖
述
者
て
は
在
く
、

事
上
り
理
げ
至
る
と
こ
ろ
の
創
造
者
て
あ
ワ
た
。
モ
れ
故
に
真
紀
今
円
の
経
済
学
者
と
な
る
と
一
古
う
ど
と
は
、
容
易
在
乙
と
で
は
な
い
。

私
は
己
の
道
を
一
歩
て
も
進
み
た
い
と
考
え
て
努
力
し
て
来
た
。
砂
上
に
楼
閣
を
築
か
ん
よ
む
は
、
む
し
ろ
今
日
の
経
済
学
体
系
確

立
の
た
め
に
一
片
て
も
礎
石
を
置
き
た
い
と
念
願
し
た
。
今
日
の
世
界
史
的
課
題
を
解
決
す
る
と
こ
ろ
の
今
日
の
経
済
学
体
系
を
確
立

す
る
と
云
う
こ
と
は
、
今
日
の
経
済
学
者
逮
が
協
力
し
て
遂
行
す
べ
き
大
事
帆
楽
で
あ
っ
て
、
各
人
は
そ
の
分
に
応
じ
て
、
そ
の
一
面
に

貢
献
L
得
る
の
み
で
あ
る
。
私
は
か
か
る
意
味
に
於
て
、
私
の
八
7
に
応
じ
た
一
事
を
為
す
べ
く
努
力
し
て
来
た
に
す
ぎ
沿
い
。
こ
れ
か
ら

も
こ
の
一
道
を
最
後
ま
ゼ
鷲
馬
に
鞭
打
っ
て
進
み
行
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
と
に
神
戸
豆
雄
先
生
の
八
十
歳
の
寿
を
御
祝
い
す

る
に
当
っ
て
、
と
の
今
日
の
経
済
学
の
課
題
と
論
理
と
に
つ
い
て
の
考
を
述
べ
て
広
〈
御
批
判
を
得
た
い
と
恩
た
つ
の
ぞ
あ
る
。

か
か
る
問
題
は
、
己
れ
を
厳
格
に
述
ゃ
へ
ん
に
は
、
実
在
白
木
質
的
構
造
よ
り
存
在
論
を
基
礎
と
し
て
論
じ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で

あ
る
が
、

ζ

こ

rは
先
ず
序
説
的
に
わ
か
り
易
い
た
め
に
そ
の
生
成
の
過
程
に
即
し
ず
一
述
べ
る
と
と
に
す
る
。
然
る
後
に
存
在
論
的
に

論
ず
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
先
ず
こ
の
経
済
学
の
根
抵
に
あ
か
「
生
的
基
礎
L

と
も
一
宮
う
べ
き
も

の
の
叙
述
か

b
は
じ
め
る
と
と
と
す
る
。

私
け
か
大
玉
三
年
京
都
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
経
済
科
の
学
生
と
な
っ
た
時
は
、
先
生
も
三
十
七
歳
の
壮
年
教
授
ゼ
、
私
も
二
十
二

歳
白
青
年
明
て
あ
っ
た
。
そ
れ
か
p
p
既
に
四
十
年
以
上
白
且
日
が
経
っ
た
が
、
そ
の
間
専
攻
科
目
が
同
じ
く
在
い
に
も
拘

b
ず
、
先
生
よ
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公
私
共
に
一
方
な
ら
ぬ
御
厚
意
を
辱
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
先
ず
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
て
あ
る
。
法
科
大
学
て
私
共

が
教
を
受
け
た
絡
済
学
科
の
先
山
崎
方
は
、
大
正
八
年
経
済
学
部
が
独
立
す
る
と
共
に
己
の
学
部
の
教
官
と
た
ら
れ
た
が
、
モ
の
中
今
日

健
在
し
て
属

b
れ
る
の
は
、
先
生
御
一
人
ず
あ
る
。
売
生
に
お
か
れ
て
も
台
ぞ
感
慨
深
い
ζ

と
ゼ
あ
ろ
う
。

ζ

の
四
十
徐
年
を
省
り
み

て
私
、
も
感
慨
な
さ
を
得
左
い
。

私
が
大
学
に
入
学
し
た
大
正
二
年
に
は
、
第
一
次
大
戦
が
勃
発
し
た
。
大
学
を
卒
業
し
た
大
豆
六
年

κは
ロ
シ
ヤ
草
命
が
起
っ
た
。

私
は
明
治
一
一
十
買
年
生
れ
ぜ
あ
る
か
ら
一
、
一
一
、
四
歳
の
時
に
日
清
戦
争
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
十
年
の
十
三
、
四
歳
の
小
学
牛
と
し
て
日

露
戦
争
を
僅
か
た
が
ら
日
体
験
し
た
。
更
に
十
年
後
の
一
一
十
三
歳
の
時
K
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
一
一
十
六
歳
の
時
ロ
シ
ヤ
革
命
が

起
っ
た
の
J
L

あ
る
。
か
く
し
て
世
界
は
急
に
様
相
を
変
へ
は
じ
め
る
し
仁
共
に
日
本
の
様
相
も
か
わ
っ
て
行
っ
た
。
即
ら
私
心
大
学
時
代

工
り
の
日
本
は
、
こ
れ
ま
ぞ
の
日
本
と
具
っ
て
、
世
界
的
白
木
に
な
っ
て
行
つ
弁
。
更
に
十
五
年
後
の
昭
和
六
年
に
は
、
満
洲
事
変
が

起
っ
た
o

そ
れ
か

b
九
年
後
白
昭
和
十
五
年
に
は
、
国
民
が
挙
っ
て
把
元
一
千
六
百
年
を
視
し
介
が
、
翌
昭
和
十
六
年
に
は
日
本
が
第

二
次
昨
界
大
戦
に
突
入
す
る
己
と
と
な
っ
!
?
。
そ
し
て
戦
況
は
、
次
第
に
振
わ
た
く
な
り
空
襲
が
つ
づ
き
遂
に
昭
和
二
十
年
八
用
に
は
、

原
爆
が
日
本
の
政
戦
陀
と
ど
め
を
刺
し
た
。
こ
う
し
で
日
本
は
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下
に
置
か
れ
る
と
と
正
た
り
、
工
う
晶
、
〈
七
年
後

の
昭
和
二
十
七
年
こ
れ
よ
り
解
放
さ
れ
た
。

か
か
る
時
代
を
生
き

τ来
た
私
は
、
白
木
の
国
家
主
義
の
隆
興
と
漫
落
と
を
体
験
し
た
の
み
た
ら
ず
、

主
義
的
に
対
立
抗
争
す
る
世
界
の
矛
盾
を
痛
切
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
。

更
に
園
出
家
と
国
家
と
が
国
家

己
の
国
家
と
国
家
と
の
対
マ
が
も
た

b
L
h
h
と
乙
ろ
の

原
爆
的
環
境
に
於
て
主
体
的
に
は
依
然
国
家
の
対
立
抗
争
が
つ
づ
け
ら
れ
企
人
類
は
今
壊
滅
白
危
機
に
直
両
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

〈
て
私
の
体
験
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
国
家
主
義
の
は
か
な
さ
と
そ
の
矛
盾
て
あ
る
。
と
の
私
は
、
己
の
国
家
の
対
立
抗
争
を
越
え



て
島
町
札
r
h一
一
山
人
々
が
人
間
と
し
て
生
き
得
る
世
界
を
将
来
ず
る
己
と
伊
川
町
?
、
今
日
の
世
伊
川
町
課
題
と
し
?
把
握
社
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

然
ら
ば
今
日
ま
で
の
経
済
学
休
系
は
、

己
の
世
界
史
的
課
題
を
解
決
す
る
に
足
る
ず
あ
汚
う
か
。
資
本
主
義
経
済
学
が
利
己
、
午
義
的

た
主
体
の
対
立
抗
争
す
る
今
日
惟
界
の
形
成
を
助
長
し
た
も
の
子
あ
る
以
l
y
こ
れ
を
解
決
し
得
、
在
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
ー
に
す
あ
も
、

県
し
て
今
刊
の
牡
会
主
義
経
済
学
が
と
れ
を
解
決
す
る
に
適
当
な
も
の
て
あ
ろ
ょ
っ
か
。
社
会
主
義
は
E

シ
ヤ
革
命
の
「
一
国
社
会
主
義

可
能
」
に
よ
っ
て
事
実
愈
々
国
家
主
義
化
吉
れ
て
来
事
れ
が
、
丸
一
グ

I
H
ン
独
裁
問
題
、
ポ
ラ
ン

F
問
題
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
問
題
等
は
社

会
主
義
の
国
家
主
義
化
士
一
層
明
か
に
実
証
し
つ
つ
あ
る
。
乙
臼
己
ー
に
一
は
、

マ
ル
ク
ス
学
の
根
祇
と
し
て
の
論
理
の
叩
に
、
モ
白
根
抱

が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂
「
平
和
的
共
存
」
と
一
千
つ
こ
と
も
、

「
平
和
的
共
存
」
の
世

AbA形
成
す
る
新
た

た
論
理
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
た
く
、
と
れ
主
て
通
P
D
資
本
主
義
国
家
と
社
会
全
義
閏
家
と
の
存
在
世
モ
の
ま
ま
に
し
て
治

い

τ、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
白
実
力
に
ま
か
せ
て
沿
く
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
返
命
を
決
せ
し
め
ん
と
す
る
消
極
的
た
主
張
た
る

に
過
gr
な
い
。
か
く
て
、
今
日
の
世
界
史
的
課
顕
の
解
決
心
為
め
に
は
、
新
た
に
適
切
一
な
暁
論
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
己
と

と
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
こ
の
新
な
世
界
史
的
課
題
を
解
決
す
べ
き
と
こ
ろ
の
論
理
を
求
め
る
こ
と
は
容
易
て
在
い
の
で
あ
る
が
、
而
も
こ
の
新

た
な
理
論
は
、
事
実
こ
の
京
都
大
学
に
於
て
用
寂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
友
治
多
〈
の
人
々
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
い

と
思
わ
れ
る
が
故
に
、
京
大
を
思
い
京
大
と
共
に
生
吉
貫
い
て
来
ら
れ
た
神
戸
先
生
の
寿
を
御
祝
い
す
る
に
当
り
、
同
じ
京
都
大
学
の

一
員
と
し
て
今
日
ま
で
育
て
ら
れ
て
来
た
も
の
と
し
て
私
は
先
ず
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
己
の
京
大

を
本
拠
と
し
て
私
の
研
究
生
活
が
進
む
に
つ
れ
課
題
並
に
論
理
に
関
ナ
る
私
の
思
想
も
次
第
に
成
生
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
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ず
こ
の
学
究
生
活
の
進
展
よ
り
述
べ
て
見
上
う
。

本
来
原
理
的
問
題
に
興
味
を
有
し
て
い
た
私
は
、
大
学
生
活
白
は
じ
め
に
当
り
、
西
田
幾
多
一
郎
先
生
を
関
田
町
の
御
宅
托
治
訪
ね
し

て
、
哲
学
は
如
何
に

L
て
学
ぶ
べ
き
か
と
一
式
う
と
と
を
ゐ
尋
ね
し
た
。
先
生
は
、
先
ず
優
れ
た
哲
学
童
日
を
精
読
し
哲
学
的
に
考
え
ら
れ

る
様
陀
た
る
こ
と
が
大
切
て
あ
る
と
一
同
わ
れ
、
カ
ン
ト
の
「
プ
ロ

ν
ゴ
メ
ナ
』
を
読
む
様
忙
と
一
式
わ
れ
た
が
、
当
時
は
カ
ン
ト
が
最
も

重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
c

モ
れ
以
衆
、
先
生
が
終
戦
の
昭
和
二
十
年
の
六
月
陀
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で
三
十
二
年
比
豆
ヲ
て

親
し
〈
殺
を
受
け
一
身
上
白
己
と
に
ま
で
御
配
慮
を
辱
う
し
た
。
そ
の
頃
戸
田
海
市
先
生
日
御
宅
に
も
上
ヮ
て
、
経
済
学
忙
つ
い
て
同

様
の
お
尋
を
し
た
。
先
生
も
経
済
学
を
学
ぶ
と
一
広
う
己
と
は
、
先
ず
優
れ
た
経
済
害
を
精
読
し
て
経
済
学
的
に
考
え
あ

J

れ
る
様
に
な
る

己
と
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
西
回
先
生
と
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
仰
自
介
白
者
学
時
代
に
ミ
ル
の
原
論
を
貸
木
屋
か

b
貸

り
て
繰
り
返
へ
し
読
ま
れ
た
話
を
さ
れ
、
更
に
経
済
学
は
先
ず
古
典
学
派
の
研
究
よ
り
入
る
べ
き
で
事
る
と
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
先
生

の
教
え
に
従
っ

τ経
済
学
の
研
究
を
は
じ
め
た
私
は
、
先
ず
ミ
ル
の
原
論
を
精
読
し
た
。
と
の
ミ
ル
の
、
経
済
学
者
以
外
何
も
の
て
も

な
い
経
済
学
者
は
良
い
経
済
学
者
て
な
い
、
と
い
う
語
は
、
モ
白
後
永
ら
く
私
の
研
究
に
影
響
を
与
へ
た
。
講
師
と
な
っ
た
時
に
も
、

己
の
ミ
ル
白
原
論
と
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
』
を
講
読
に
用
抑
て
精
読
し
た
。
そ
の
外
に
先
生
の
教
え
に
よ
り
マ

l
シ
ゃ
ル
の
原
論
を
精

読
し
て
い
た
。

己
れ
に
よ
り
マ
シ
γ

ル
の
偉
大
さ
を
感
じ
た
私
は
、
や
が
て
留
学
の
は
じ
め
特
に
ケ
Y

フ
リ
y

ヂ
に
マ
シ
ャ
ル
先

生
を
お
訪
ね
し
て
先
生
御
夫
妻
の
優
れ
た
人
格
に
接
し
御
懇
切
な
教
を
受
け
る
と
と
と
な
ヮ
た
の
で
あ
る
。
戸
田
先
生
よ
り
は
、
常
に

右
益
な
御
指
導
主
受
け
た
が
、
こ
と
に
先
生
の
広
く
深
川
ド
独
創
的
な
考
え
方
に
教
え
ら
れ
た
。
経
済
学
の
研
究
に
哲
学
の
研
賓
が
必
要



で
あ
る
こ
と
も
先
生
か
ら
特
に
注
意
さ
れ
た
。
留
学
自
途
に
づ
く
に
当
り
、
須
磨
に
静
養
し
て
居
ら
れ
た
先
生
を
お
訪
ね
し
た
。
先
生

は
御
病
床
に
艇
を
起
こ
さ
れ
て
「
君
が
帰
る
ま
で
は
生
き
て
恩
た
い
か
も
知
れ
ぬ
、
元
気
に
行
っ
亡
来
何
」
と
云
わ
れ
た
が
、
私
の
帰

朝
す
る
前
年
陀
亡
く
な

b
れ
た
。
独
創
的
に
広
〈
深
く
考
え
ら
れ
た
先
生
は
、
西
国
先
生
と
も
親
し
い
間
て
あ
っ
た
い
p
b
、
先
生
か
ら

こ
そ
新
し
い
経
済
学
体
系
の
創
造
を
期
待
し
得
た
の
で
あ
ヲ
た
。
黒
谷
の
塔
の
前
に
あ
る
先
生
の
御
基
に
参
り
「
享
年
五
十
四
」
と
刻

ま
れ
で
あ
る
の
を
見
て
、
い
つ
も
残
念
に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
戸
問
先
生
が
河
上
先
生
を
も
京
都
大
学
へ
招
か
れ
た
の
で
あ
る
。
私

が
河
上
先
生
白
警
咳
に
は
じ
め
て
接
し
た
の
は
、
先
生
が
帰
朝
さ
れ
て
翌
大
豆
四
年
一
月
講
壇
に
立
た
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
モ
れ
以
F

来

終
戦
の
翌
年
先
生
が
亡
く
た
ら
れ
る
ま
で
、
西
田
先
生
と
同
様
に
、
三
十
二
年
に
亘
っ
て
親
し
く
教
え
を
受
け
、
一
身
上
の
こ
と
に
ま

で
一
方
な
b
ぬ
御
厚
意
を
辱
う
し
た
。
私
は
大
王
六
年
大
学
を
卒
業
す
る
と
大
学
院
に
進
ん
だ
が
、
卒
業
式
を
終
え
て
先
生
の
沿
宅
に

伺
っ
た
時
、
先
生
は

H
m
冨
E
D
P
E
3
T
O伺

2
Z司
第
一
版
D
扉
に
以
下
の
語
を
香
川
V

て
下
さ
っ
た
。

是
の
宝
田
は
余
が
予
ね

τ君
の
卒
業
を
祝
せ
ん
と
て
倫
敦
に
注
文
し
置
さ
し
も
白
也

大
学
院
に
入
ら
ん
と
す
る
に
臨
み
認
に
所
懐
の
一
端
を
巻
首
に
録
し
て
之
を
君
に
贈
る 今

卒
業
式
正
に
終
り
君
乃
新
た
に
誓
を
立
て
て

凡
モ
学
に
志
す
者
は
才
の
芝
ふ
さ
を
悲
む
勿
れ
努
朴
る
己
と
の
足
ら
ざ
る
を
烈
れ
よ
所
謂
人
一
た
び
す
れ
ば
己
之
を
百
た
び
す
と
は
こ

れ

也

背
は
ミ
ル
死
の
床
に
横
わ
り
末
後
の
一
伺
を
吐
い
て
日
う
宮
司
君
、
。
井
白
血
。
日
と
斯
く
言
い
得
て
死
す
る
も
の
古
来
稀
也

凡
そ
学
に
士
山
す
者
は
知
b
れ
ざ
る
を
恨
む
勿
れ
知
ら
ず
る
軒
憂
え
よ
孔
子
の
人
知
ら
ず
し

τ悩
ら
ず
亦
君
子
な
ら
一
ず
何
?
と
日
う
も
の

即
ち
是
也
昔
は
へ

l
ゲ
ル
死
の
床
に
横
わ
り
で
言
え
ら
く

Z
日

E
ロ
2
F
E
B円
『

4
0
3
Eロ
守
口
-
斯
く
一
言
い
つ
つ
彼
は
思
し

げ
に
之
に
附
け
加
え
で
品
目
う

d
目
品
己
2
F
E
E
R
F
E
n
F
E
n
E
A呂
田
宮
ロ
ハ
甘
口
一

古
来
哲
人
は
皆
此
白
如
し

今
h
T
世
界
白
人
類
共
数
何
十
億
我
同
胞
凡
そ
六
千
万
中
に
恒
産
品
ι
得
ず
恒
心
主
得
ざ
る
者
甚
だ
多
し

君
希
く
ぽ
所
志
を
一
貫
し
て

創
造
的
位
界
経
済
学
序
説

第
八
十
巻

九

節
目
号

ノ、
九



創
造
的
世
界
経
活
学
序
説

第
八
十
巻

九
i'3 

第
四
号

士二。

天
の
負
托
に
反
く
勿
れ

己
の
先
生
白
御
懇
切
な
教
土
は
、
私
の
研
究
生
活
を
買
い
て
指
導
針
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
先
づ
懇
切
に
学
問
に
志
す
も
の
の
態
度

が
、
そ
し
て
終
白
に
経
済
学
研
究
の
究
撤
回
的
が
適
切
に
明
示
さ
れ
て

h
る
。
そ
れ
は
世
界
の
全
人
類
を
し
て
恒
産
主
得
て
恒
心
を
得

し
む
る
と
と
で
あ
る
。
私
の
一
切
の
研
気
は
、
こ
の
た
め
に
友
さ
れ
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
の
で
あ
る
。

大
正
十
一
年
三
月
外
国
留
学
に
出
発
し
、
東
亜
、
西
直
を
経
て
西
欧
に
至
り
英
独
仏
に
滞
在
し
、
ま
た
欧
州
史
上
文
化
の
栄
え
た
地

。
殆
ん
ど
を
ギ
H
シ
ヤ
、
ス
ペ
イ
ン
に
至
る
ま
で
訪
ね
る
と
と
が
出
来
た
。
そ
し
て
ア
メ
り
カ
を
経
て
満
三
年
後
日
本
に
帰
っ
た
。
か

く
て
世
界
史
白
進
展
を
身
を
以
て
体
験
し
得
た
私
に
は
、
世
界
史
的
左
課
題
が
こ
の
世
界
史
的
左
体
験
を
伴
っ
て
具
体
的
に
迫
り
て
来

た
。
そ
し
て
こ
の
世
界
史
的
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
斯
な
経
済
学
を
立
て
る
こ
と
が
経
済
学
徒
の
使
命
と
し
て
一
層
強
く
感
ぜ

b
れ、

先
づ
モ
の
哲
学
的
基
礎
を
求
む
る
念
が
更
に
強
く
な
っ
た
。

私
は
留
学
前
、
田
辺
元
先
生
の
講
義
を
聴
き
、
御
宅

K
も
時
々
上
ヮ
て
教
え
を
受
け
た
が
、
留
学
に
際
し
て
は
同
じ
船
て
出
発
し
、

ベ
ル
リ
ン
て
哲
学
書
の
購
1

ん
に
つ
き
御
配
慮
を
煩
b
わ
せ
、
や
が
て
ア
ラ
イ
ブ
ル
グ
て
同
じ
パ
ン
ジ
ョ
ン
に
生
活
し
て
、
フ
ッ
サ

l
ル、

ハ
イ
デ
ッ
カ
の
講
義
を
聴
き
、
毎
日
夕
食
を
共
に
し
食
後
「
城
山
」
を
あ
の
美
し
い
ゴ

V
y
グ
の
塔
を
眺
め
た
が
ら
散
歩
し
た
。
己

白
問
、
先
生
よ
り
多
く
を
教
え

b
れ
た
ο

カ
ン
ト
派
の
「
学
の
哲
学
」
よ
り
デ
ィ
ル
グ
イ
等
の
「
生
の
哲
学
」
へ
の
転
換
の
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
て
、
デ
ィ
ル
ク
イ
研
究
を
は
じ
め
一
る
に
至
っ
た
が
、
四
川
朝
後
も
こ
れ
を
つ
づ
け
て
デ
ィ
ル
グ
イ
全
集
の
新

刊
を
追
う

τ経
済
学
部
心
学
生
白
講
読
に
も
用
い
た
の
問
辺
先
生
に
は
そ
の
後
も
永
く
教
を
受
け
一
身
上
の
こ
と
に
も
御
配
慮
に
預
っ

た
。
丁
度
モ
の
頃
は
京
都
大
学
の
哲
学
科
の
学
問
的
生
命
の
特
に
旺
盛
な
時
代
で
あ
っ
た
。
西
問
先
生
が
抽
出
習
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
『
第
一
哲
学
』

『
デ
・
ア
一
一
マ
』
を
、
ま
た
へ

l
F
ル
の
『
法
の
哲
学
』
を
読
ん
で
下
さ
っ
た
の
て
、
モ
れ
か
ら
進
ん
て

7
p
ス
ト



テ
レ
ス
、

ん

l
ゲ
ル
を
研
抗
し
た
。
そ
れ
ま
で
耕
旧

ω
古
典
派
経
済
学
の
研
究
を
主
と
し
て
い
た
私
は
、
ま
た
河
上
先
生
に
よ
ヲ
て
、

新
に
マ
ル
ク
マ
ハ

ω哲
学
並
び
に
経
済
学
の
研
究
を
進
め
る
と
と
と
た
ッ
た
。

マ
ル
ク
ス
の
「
経
済
学
批
判
」
の
序
に
於
て

H
U
E
-
E
8
E
O

D
研
針
が
彼
の
経
済
学
研
究
白
根
底
に
あ
る
己
と
を
知
っ
た
こ
と
は
、
私
の
研
究
方
針
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。

己

ω
マ
ル
ク
ス
研
究
は
さ
き
に
書
い
た
様
に
、
河
上
先
生
、
三
木
清
君
等
と
共
に
作
っ
た
「
経
済
学
批
判
会
』
に
於
て
根
本
的
批
判

的
に
進
め

b
れ
た
。
そ
こ
に
は
経
済
学
部
並
に
法
学
部
の
新
進
気
鋭
た
人
々
が
集
り
昨
に
西
国
先
生
、
四
辺
先
生
、
木
村
素
衛
君
等
哲

戸ロハ同の
o
m
n
F

目。E
H
O

学
科
山
方
々
に
も
来
て
頂
い
た
こ
と
は
、
綜
合
大
学

ω
笑
を
挙
げ
る
己
と
と
な
フ
て
、
重
要
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
う
。

と
れ
が
機

縁
と
な
っ
て
哲
学
科
白
方
々
に
於

τも
マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
が
進
め

b
れ
る
こ
と
と
な
り
、
か
〈
て
後
に
、

へ
l
パ
ゲ
ル
の
観
念
弁
証

法
と
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
と
が
止
揚
さ
れ
て
、
西
岡
哲
学
白
実
践
的
弁
J

説
法
が
確
立
す
る
こ
と
に
た
り
、

己
れ
に
よ
り
て
西
日
先

生
の
創
造
的
世
界
の
哲
学
が
確
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
ふ
。
モ
こ
に
西
岡
哲
学
と
河
上
先
生
と
の
聞
に
交
渉
が
見

b
れ
る
。
こ
う

し

τ哲
学
者
の
側
は
マ
ル
ク
ス
を
摂
交
し
て
新
た
念
発
展
を
果
け
た
白
で
あ
る
が
、
今
度
は
こ
の
新
た
な
俊
れ
た
哲
学
を
摂
取
し
て
経

済
学
者
、
法
学
者
等
が
新
b
し
い
発
展
を
と
げ
る
な

b
ば、

「
経
済
学
批
判
会
し
に
り
じ
ま
っ
た
法
夫
経
の
綜
合
研
究
の
志
義
は
更
に

進
む
に
と
と
た
る
の
で
あ
る
。

事
才
微
力
な
私
に
と
っ
て
は
、
新
し
い
経
済
学
の
哲
学
的
基
礎
を
水
め
る
研
究
は
、
ま
に
と
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
↑

τ唯
だ
鷲
馬
に

鞭
打
フ
亡
こ
の
道
を
進
ん
だ
。
私
の
は
じ
め
て
白
著
書
『
精
神
科
学
的
経
済
学
の
基
礎
問
題
』
は
こ
う
し
た
中
に
あ
ク
て
新
し
い
経
済

学
の
基
礎
問
題
を
経
済
学
位
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
経
済
学
父
ス
ミ
ス
と
の
研
努
よ
り
明
か
に
せ
ん
と
し
た
も
臼
で
あ
る
。

こ
の
間
に
あ

つ
一
て
理
解
あ
る
兄
は
、
常
に
私
を
鼓
舞
し
て
く
れ
た
。
昭
和
十
八
年
私
が
休
職
に
な
コ
た
時
に
は
、
更
に
援
助
し
て
く
れ
た
。
乙
の
今

は
亡
き
兄
は
フ
一
十
年
目
素
志
を
つ

b
ぬ
き
新
た
る
経
済
学
を
た
て
よ
h
4

と
う
と
」
と
和
款
を
よ
ん
mt
励
ま
し
て
く
れ
た
の
こ
の
休
職

創
造
的
世
界
経
済
学
序
説

第
八
十
巻

九
五
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号
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創
造
的
世
界
経
済
学
序
説

第
八
十
巻

一

L

、

二
プ
ゾ

第
凶
号

じ

の
二
年
聞
は
、
終
戦

ω
翌
年
よ
り
二
十
七
年
に
至
る
六
年
間
の
追
放
胡
閣
と
共
に
、
見
そ
り
他
白
人
々
の
厚
意
に
よ
り
、
研
究
に
専
心

す
る
こ
と
が
山
山
米
た
り
で
あ
っ
て
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
私
の
生
涯
に
於
て
最
も
研
究
に
恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
フ
た
。
休
職
期
聞
に
は
、

私
は
京
大
に
於
け
る
同
頃

ω
講
義
の
負
担
よ
り
解
放
さ
れ

τ西
問
先
生
に
特
に
親
し
く
接
し
な
が

b
只
管
両
日
哲
学
心
研
究
に
波
頭
す

る
己
と
が
出
来
た
。
ま
た
西
田
哲
学
を
一
層
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
東
洋
文
化
の
研
賓
の
必
要
を
感
じ
て
大
乗
仏
教
(
高
等
学
校
時
代

に
母
を
夫
う
た
悲
し
与
よ
り
池
山
栄
士
口
先
生
に
導
か
れ
て
親
鷺
山
『
歎
異
抄
』
を
耽
読
し
て
真
示
。
救
に
接
し
た
〕
と
五
経
(
四
書
は

中
学
校
時
代
よ
り
親
し
ん
だ
)

D
研
究
に
進
ん
だ
。
か
く
て
自
分
て
「
超
包
心
論
理
」
と
呼
ぶ
も
の
白
考
え
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
こ

の
論
理
の
立
場
よ
り
新
た
世
界
が
成
の
経
済
学
を
立
て
る
こ
と
に
努
力
し
た
。
こ
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
同
辺
一
冗
先
生
は
書
い
た
も
の

を
読
ん
て
是
認
し
て
下
さ
っ
た
、
河
上
先
生
に
も
御
話
し
し
て
御
賛
同
を
得
た
。
ま
た
西
国
先
生
に
も
申
し
上
げ
た
と
と
が
あ
る
。
追

放
期
間
に
入
っ
た
時
に
は
、
既
に
西
日
先
告
も
、
河
上
先
生
も
亡
く
な
ヮ
て
居
ら
れ
た
が
、
私
は
依
然
こ

ω
研
究
を
つ
づ
け
、
更
に
東

洋
史
、
世
外
史
、
日
本
史
等
世
外
史
的
研
努
に
も
努
力
し
た
。

西
国
先
生
が
「
我
が
固
に
於
て
は
い
づ
れ
の
学
問
に
於
て
も
尚
深
い
根
本
的
た
盟
論
的
研
安
は
微
弱
で
あ
る
と
思
う
」
と
云
わ
れ
た

こ
と
を
、
経
済
学
に
つ
い
て
益
々
感
ず
る
に
至
っ
た
私
は
、
追
放
解
除
後
も
今
日
に
亘
る
ま
で
尚
治
こ
の
道
を
進
み
つ
つ
あ
る
心
て
あ

る
が
、
ょ
う
干
く
新
し
い
経
済
学
を
「
創
造
的
世
界
経
済
学
」
と
し
て
考
え
、
そ
の
基
礎
問
題
も
幾
分
明
に
し
得
た

ω
ゼ
、
こ
こ
に
は

先
ず
私
が
到
達
し
た
「
超
包
の
論
理
」
な
る
も
の
の
成
立
と
そ
の
輪
廓
と
を
述
べ
、
然
る
後
に
京
都
大
学
に
於
て
新
し
い
経
済
学
の
基

礎
が
如
何
に
準
備
さ
れ
た
か
を
述
。
へ
る
こ
と
と
す
る
。

四



本
来
同
欧
の
論
理
は
、
自
我
的
、
王
υ

俸
の
論
理
ゼ
あ
っ
た
。
と
れ
を
経
済
学
に
つ
い
て
見
る
も
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
、
利
己
的
左
個

人
的
、
王
体
が
同
己
本
位
に
経
済
的
実
在
を
形
成
ナ
る
伺
人
主
義
の
経
済
学
で
あ
っ
た
。
リ
ス
ト
の
経
済
学
は
、
国
家
が
自
国
本
位
に
経

済
的
笑
在
を
形
成
す
る
国
家
主
義
の
経
済
学
で
あ
っ
て
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
全
体
主
義
経
済
学
は
モ
の
徹
底
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

円マ

Jレ

ク
ス
の
経
済
学
は
、
彼
が
「
人
類
歴
史
は
階
級
闘
争
の
廃
史
て
あ
る
」
と
云
う
と
こ
ろ
の
こ
れ
ま
で
の
利
己
的
な
階
級
的
主
体
が
自
己

本
位
に
対
立
抗
争
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
し
来
っ
た
社
会
を
階
級
た
き
「
人
間
的
社
会
」
に
形
成
発
展
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
而
も
こ
の
こ
と
を
無
産
者
階
級
の
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
為
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
階
級
主
義
の
経
済
学
で
あ
る
。
か
く
て
西
欧
に

成
立
し
た
経
済
学
は
何
れ
も
利
己
的
主
休
を
形
成
原
理
と
す
る
と
と
ろ
の
経
済
学
て
あ
る
と
一
宮
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
西

欧
文
化
に
於
て
は
絶
対
す
ら
も
主
体
的
に
考
え
ら
れ
た
。

~

A
ケ
ル
白
「
世
界
史
の
哲
学
』
に
於
て
も
、
旧
約
聖
書
以
来
白
自
己
本
位
の

神
が
絶
対
者
と
し
て
立
て
ら
れ
て
居
る
。
か
か
る
神
は
人
間
と
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
的
な
も
の
な
る
が
故
に
、
モ
れ
は
相
対
な
も

の
で
あ
っ
て
官
(
に
絶
対
と
一
五
う
こ
と
は
出
来
た
い
。
真
白
絶
対
な
る
も
の
は
一
切
の
主
体
主
超
え
て
こ
れ
を
包
ん
で
生
か
す
と
こ
ろ
の

も
の
で
友
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
絶
対
は
、
東
洋
文
化
己

L
に
大
乗
仏
教
に
於
て
把
歯
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
大
乗
は

無
神
論
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
、
人
格
的
た
神
を
絶
対
と
考
え
る
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
昨
年
来
日
し
た
世
界
的
歴
史
家
ト
イ
ン

ビ

l
氏
は
、
京
大
に
於
け
る
西
洋
史
の
研
究
会
て
(
小
生
も
出
席
し
た
)
キ
リ
ス
ト
教
は
排
他
的
で
あ
る
が
故
に
、
将
来
白
世
界
ム
一
町
較

と
は
な
り
得
な
hr
、
古
一
に
佐
川
仲
宗
教
た
り
得
る
も
の
は
大
乗
で
あ
る
と
一
冨
う
意
味
を
述
べ
大
乗
の
考
え
を
求
め
た
が
、
そ
れ
は
有
の
村

セ
絶
対
と
す
る
干
リ
九
ト
教
の
限

A
を
よ
く
自
覚
せ
る
も
の
と
一
耳
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
枠
制
し
西
洋
文
化
の
特
長
は
そ
む
主
休
が
ど

こ
ま
で
も
実
践
的
て
あ
る
が
故
に
、
自
然
的
実
在
を
形
成
す
る
自
然
科
学
と
共
に
社
会
的
実
在
主
形
成
す
る
と
己
ろ
の
経
済
学
そ
の
他

の
実
践
学
を
創
造
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
科
学
に
よ
っ
亡
世
界
の
自
然
的
実
在
陀
士
た
社
会
的
実
在
に
未
曾
有
白
形
成
発
展
を
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瀦

b
し
か
く
て
近
世
に
於

τ西
洋
論
理
が
全
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
と
在
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
モ
の
実
践
主
体
が
利
己
主
義
て
あ
っ

た
が
故
に
、
モ
れ
に
よ
っ

τ形
成
さ
れ
た
今
日
中
世
界
に
於
て
は
、
諸
の
利
己
的
主
休
が
対
立
抗
争
し
、
か
く

τ
己
の
世
界
は
行
き
詰

ま
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
ヮ
た
。
故
に
こ
の
世
界
は
四
洋
の
主
体
的
論
理
を
も
っ
て
し
て
は
こ
れ
を
人
間
的
な
世
外
へ
と
変
革
す
る
己
と

は
由
来
友
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
今
や
利
己
的
主
休
白
論
理
自
休
が
転
換
し
な
け
れ
ば
な

b
た
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
と
と

に
西
洋
論
理
そ
む
も
の
が
限
界
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
乙
む
こ
と
は
こ
の
西
洋
論
理
に
立
脚
せ
る
西
洋
心
経
済
学
が
限
界
に
到
達
し

た
こ
と
で
あ
る
。

然
b
ば
こ
の
利
己
的
主
体
の
対
立
抗
争
す
る
世
界
を
真
に
人
間
的
世
界
に
変
革
せ
ん
と
す
る
今
日
の
世
界
史
的
課
題
は
、
東
洋
論
理

に
よ
ヮ
て
解
決
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
と
一
束
搾
文
化
は
真
の
絶
対
の
自
覚
に
到
達
し
た
。
然
し
己
の
絶
対
を
自
覚
し
て
そ
こ
に
安
住
し
て

い
た
が
故
に
そ
こ
に
停
頓
し
て
と
の
世
界
を
形
成
発
展
せ
し
め
る
乙
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
争
。
か
く
て
新

b
し
い
性
同
作
を
形
成

す
る
論
理
は
、

こ
の
西
洋
的
論
理
と
東
洋
的
論
理
と
を
真
に
止
揚
し
た
最
も
具
体
的
た
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
白
て
あ
る
。

す
べ
て
対
立
抗
争
す
る
も
の
は
個
人
も
階
級
も
凶
家
も
共
同
の
場
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
共
同
の
場
に
左
い
も
の
は
対
立
抗
争
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
て
対
立
抗
争
す
る
も
白
は
共
同
の
場
に
於
て
共
に
生
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
事
実
主

自
覚
せ
ず
自
己
を
共
同
の
場
よ
り
抽
出
し
て
自
己
本
位
に
考
え
自
己
木
位
に
行
動
す
る
が
故
に
、
対
立
抗
争
す
る
こ
と
と
在
る
の
で
あ

る
。
乙
れ
が
今
日
の
自
我
的
主
休
の
対
立
抗
争
の
世
界
て
あ
る
。
こ
の
主
体
が
自
我
的
壮
考
え
て
超
え
る
と
き
、
自
己
の
根
抵

r同
他

総
て
の
主
体
主
包
ん
て
生
か
し
い
る
と
こ
ろ
の
共
同
の
場
と
し
て
の
世
界
を
閏
覚
す
る
に
主
る
の
で
あ
る
。

己
れ
観
念
の
迷
を
破
っ
て
事
実
に
至
る
の
で
あ
一
る
。
か
く
て
一
切
の
自
己
本
位
の
主
体
は
、
自
我
を
越
え
て
一
切
色
合
ん
て
生
か
す

と
こ
ろ
の
共
同
心
場
と
し
て
の
刊
界
の
働
き
と
な
っ
て
働
〈
こ
と
と
ち
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
自
我
的
な
主
体
自
体
が
転
換
す
る
こ



と
と
な
る
。
そ
れ
は
総

τ主
体
が
自
我
を
超
え
て
一
一
切
一
を
包
ん
で
生
か
す
働
き
と
な
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
を
「
超
包
の
論
理
」

と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
ち
。
と
の
「
超
包
の
論
理
」
が
、
新
ら
し
い
世
界
形
成
の
論
理
で
あ
る
。
か
か
る
世
界
に
於
て
は
そ
れ

ぞ
れ
の
笑
践
的
主
体
は
、
自
我
を
超
え

τ
一
切
を
包
ん
で
生
か
す
と
こ
ろ
の
創
造
的
世
界
の
働
者
」
と
社
ヮ
て
働
〈
の

J

て
あ
る
が
故
に
、

そ
こ

K
各
々
が
個
性
存
分
K
働
き
た
が
ら
市
も
仕
事
に
於
て
一
つ
一
に
た
り
全
体
が
調
和
す
る
の
で
あ
る
。

己
の
「
超
包
白
論
理
」
の
構
造
は
、
創
造
的
世
界
白
構
造
に
基
い
て
吏
忙
明
確
に
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
こ
れ
に
到
達
す

る
K
至
れ
る
過
程
よ
り
、
モ
白
倫
廓
を
述
。
へ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

五

以
上
に
於
て
は
、
紅
白
到
達
し
得
た
と
こ
ろ
の
今
日
白
経
済
学
の
論
理
に
つ
同
て
略
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
か
か
る
論
理

が
京
都
大
学
の
中
に
如
何
に
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
を
見
ょ
う
と
思
う
。
既
に
述
ベ
た
如
く
今
日
の
世
界
史
的
課
題
は
、
己
れ
ま
で
利
己

主
義
的
主
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
来
っ
た
と
と
ろ
白
今
日
の
世
界
を
真
に
人
間
的
な
世
界
へ
と
形
成
発
展
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
が
故

民
、
こ
の
新
た
人
間
的
た
世
界
を
作
る
と
と
ろ
の
論
理
は
、
こ
れ
ま
で
の
利
己
的
危
社
会
を
形
成
し
た
と
己
ろ
の
も
の
と
は
具
た
ら
ざ

る
を
得
な
U
の
で
あ
る
。
然
る
に
マ
ル
ク
ス
に
於
て
も
「
人
間
的
社
会
叉
は
社
会
的
人
類
の
立
場
」
よ

P
「
世
界
を
変
革
す
る
」
と
一
目

と
の
「
人
間
的
社
会
し
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
白
論
理
が
積
極
的
に
は
明
確
医
さ
れ
て
い
な
い
の
て
あ
る
。

ム
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
河
上
先
生
は
多
く
伝
統
的
左
マ
ル
キ
ス
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
陀
関
ナ
る
先
生
の
貢
献
に
注

意
し
こ
れ
を
理
解
し
尊
重
し
な
け
れ
ば
た
b
な
い
と
思
ふ
白
く
あ
る
。

先
生
は
『
閏
叙
伝
』
第
五
巻
目
「
大
死
一
ホ
」
な
る
題
目
白
下
に
、
次
の
如
〈
に
述
ベ
て
ゐ
ら
れ
る
。

「
私
の
精
神
に
、
私
白
一
生
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忙
、
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
宗
教
で
、
今
一
つ
は
科
学
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
、
之
と
さ
ま
っ
た
治

師
匠
は
た
く
、
ま
る
ゼ
官
人
が
物
を
手
操
り
す
る
エ
う
に
し
て
へ
ま
ど
っ
さ
姐
ヮ
た
結
果
、
漸
く
に
し
て
探
り
当
て
た
も
の
だ
が
、

ひ

ど

旦
探
り
当
て
た
後
は
、
た
と
い
他
人
か
ら
何
と
言
わ
わ
ょ
う
と
、
自
分
の
身
が
ど
う
た
ろ
う
と
、
者
て
手
離
す
と
と
た
し
に
、
六
十
四

歳
の
今
日
ま
で
生
き
延
び
ず
し
来
た
私
"
で
あ
る
。
」
「
私
位
、
マ
ル
グ
ス
主
義
を
奉
じ
た
が

b
、
宗
教
的
真
理
た
る
も
の
の
存
在
を
信
じ
て

い
る
の
で
あ
フ
て
、
そ
の
点
医
、
私
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。
L

「
皐
覚
私
が
、
宗
教
的
真
理
の
存
在
を
承
認
す
る
一
伺
の
マ
ル
ク
ス
主

義
者
と
し
て
自
己
を
規
定
す
る
と
と
が
出
来
る
の
は
、
謂
う
と

r
ろ
の
宗
教
的
真
理
の
存
在
に
対
し
て
特
殊
の
見
解
を
抱
い
て
い
る
か

ら
に
外
在
ら
な
い
。
」
然
ら
ば
こ
白
宗
教
的
立
場
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の

先
生
は
、

と
こ
に
こ
の
宗
教
的
真
理
を
モ
の
青
年

明
に
於
て
如
何
に
し
で
把
握
す
る
に
至
っ
た
か
を
述
べ
て
昼
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
白
宗
教
た
る
も
の
の
性
格
が
明
か
に

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
も
し
汝
の
一
右
の
日
閣
を
う
た
ば
、
左
を
も
向
け
上
。
た
ん
ぢ
を
訟
へ
て
下
衣
を
取
ら
ん
と
す
る
者
に
は
、
上
衣
を
も
取
ら
せ
よ
・

」
私
に
は
之
が
絶
対
的
非
利
己
主
義
の
至
上
命
令
と
感
じ

b
わ
た
。
私
の
良
心
は
そ
れ
に
向
っ
て
無
条
件
に
頭
を
下
げ
た
。
そ
う
し

た
絶
対
的
な
非
利
己
的
態
度
こ
そ
が
、
淘
に
人
聞
の
行
動
の
理
想
て
た
け
れ
ば
た

b
た
い
と
思
わ
れ
た
。
モ
し
で
自
分
の
心
の
奥
に
は
、

文
字
通
り
そ
の
理
想
に
従
っ
て
自
分
の
行
動
を
律
し
ゆ
く
よ
う
に
と
い
う
、
強
い
要
求
の
あ
る
ぞ
と
が
感
じ

b
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
私
の
心
の
申
て
は
ま
た
、

に
も
身
を
亡
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
危
倶
の
念
が
動
い
た
。

「
モ
ん
た
態
度
て
は
、
治
前
は
と
て
も
此
の
位
に
生
き
て
行
〈
と
と
が
出
来
な
い
。
お
前
は
す
く

-
梢
え

つ
け
b
れ
た
。
私
心
心
の
煩
問
は
モ
己
か
hJ
始
ま
る
o
」
こ
こ
に
「
絶
対
的
非
利
己
主
義
」
の
一
理
想
と
利
己
主
義
的
左
現
実
と
の
対
立

に
悩
む
青
年
河
上
が
見

b
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
の
終
り
の
方
に
、
こ
の
危
帆
D
解
決
が
次
の
よ
う
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
私
の
心
に
は
、
初
め
て
人
生
に
対
す
る
疑
惑
が

「
以
前
私



が
危
恨
し
た
の
は
、
私
が
己
の
頁
尺
白
身
体
を
我
と
庶
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
此
の
か

b
だ
が
我
な
の
で
は
友
い
。
元
来
己
の
か

、
、
‘
、
.
、

ら
日
だ
か
ι

自
分
の
私
有
物
と
思
う
の
が
間
違
い
て
、
之
は
暫
〈
預
っ
て
い
る
天
下
の
公
皿
け
で
あ
る
、
と
一
E
う
こ
と
を
悟
る
た
ら
ば
、
己
の

か
ら
が
れ
を
大
切
に
育
て
上
げ
、
他
日
必
要
?
に
認
め
た
場
合
に
之
V
天
下
の
れ
れ
め
に
献
げ
る
正
一
再
う
己
止
己
手
、
肖
分
の
任
務
て
た
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
と
一
一
五
う
と
と
が
会
得
さ
れ
る
。
か
く
て
私
は
、
絶
対
的
非
利
円
主
義
を
奉
じ
在
が
ら
一
、
心
中
毒
末
の
玖
し
さ
な
感
ず
る
こ

と
な
し
に
、

ζ

の
か
ら
だ
に
飲
食
衣
服
を
併
し
、
睡
眠
休
養
を
許
し
、
友
治
学
問
を
も
古
壮
知
識
を
も
日
常
積
さ
寸
て
行
〈
こ
と
が
出
来

る
よ
ろ
に
な
っ
た
。
た
だ
問
題
は
、
絶
え
ず
私
心
心
掃
滅
に
努
め
、
と
白
五
尺
の
休
掘
を
し
て
真
に
天
下
の
公
器
た
る
に
値
い
せ
し
め

る
こ
と
に
存
す
る
。
問
題
は
新
た
に
、
か
〈
私
に
認
せ
ら
れ
た
。
私
は
初
め
て
迷
う
y

し
と
な
く
、
爾
来
四
十
年
に
な
ん
在
ん
と
す
る
生

涯
を
渡
り
、
業
た
び
か
狂
澗
怒
濡
を
踏
ん
で
、
来
だ
身
を
損
す
る
に
歪
ら
ず
-
E
E
-
-
-
L

と
一
耳
う
て
居

b
わ
る
が
、
と
こ
に
先
生
の
一
生
を

通
じ
て
変
ら
ざ
る
先
生
¢
本
質
が
見
b
れ
る
の
ゼ
あ
る
。
即
ち
先
生
は
一
生
御
身
分
を
「
司
人
下
の
公
器
し
と
し
て
「
絶
対
非
利
己
主
義
」

の
立
場
に
立
っ
て
こ
れ
を
天
下
の
た
め
に
役
立
て
る
と
と
を
生
泥
の
使
命
と
さ
れ
、
こ
臼
た
め
の
理
念
を
求
め
る
求
道
者
的
態
度
を
も

っ
て
経
済
学
的
研
筑

r自
わ
れ
た
G
で
あ
る
。
か
く
T
古
典
学
派
経
済
学
の
研
安
よ
り
人
道
主
義
派
経
済
学
に
進
ま
れ
、
更
に
マ
ル
ク

ス
研
究
に
進
ま
れ
た
。
私
の
大
学
生
白
時
代
は
先
生
は
人
道
主
義
派
を
重
ん
ず
る
段
階
に
あ
づ
た
の
で
、
ヵ
ラ
イ
ル
、
ヲ
ス
キ
ン
、

、
ミ
ル
等
主
熱
心

r講
義
注
さ
れ
た
。
こ
の
時
代
の
先
生
の
思
想
が
結
晶
し
た
も
白
が
『
貧
乏
物
語
』
て
あ
フ
て
、
そ
れ
は
釈
が
大
学
を

卒
業
し
た
大
正
六
年
の
は
じ
め
に
公
K
さ
れ
た
が
、
と
れ
ば
一
九
一
四
年
て
あ
り
正
に
ロ
シ
ヤ
革
命
白
年
で
あ
っ
た
。
乙
白
著
に
満
足

L
得
た
く
な
っ
た
先
生
は
、
更
に
マ
ル
グ
ス
研
買
に
進
ま
れ
る
と
と
に
た
っ
た
白
て
あ
る
。
か
と
て
先
生
の
一
マ
ル
ク
ス
研
究
は
、

「天

下
の
公
器
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
非
利
己
主
義
」
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

K
先
生
は
御
自
分
の
特
色
を
自
覚
し
て
沿
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
モ
し
て
先
生
は
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
研
究
と
そ
由
実
践
と
忙
地
位
も
、
名
誉
も
、
財
産
も
、
健
康
を
も
一
拐
を
搾

創
造
的
世
界
経
呂
田
学
序
説

第
八

l
巻

C 

第
凹
号

七
七



創
造
的
世
界
経
済
学
序
説

第
八
十
巻

O 

第
四
号

七
/又

げ
尽
吉
れ
た
の
ぞ
あ
る
。
か
〈
自
己
の
真
理
と
信
ず
る
と
と
ろ
に
一
切
を
捧
げ
尽
き
れ
た
先
生
に
於
て
我
々
は
宵
今
東
西
の
学
者
に
も

鴻
た
真
剣
た
生
涯
を
見
る
の
で
あ
る
。
時
間
ら
一
ば
先
生
存
ι

か
〈
も
偉
大
な
ら
し
め
た
と
と
ろ
の
と
の
立
場
の
本
質
は
何
ぞ
あ
る
か
。

先
生
は
「
西
洋
的
た
も
の
と
し
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
、
東
洋
的
た
も
の
と
し
で
は

宗
教
的
真
理
、
と
の
一
一
つ
に
つ
い
て
は

次
第
に
確
心
主
固
め
る
の
み
て
嘗
て
稔
る
と
と
た
く
、
今
将
に
一
生
を
終
b
ん
と
し
て
い
る
」
と
述
ペ
、
ま
た
目
、
く
「
私
は
元
来
蒲
柳

の
質
ゼ
、
「
寝
ね
ず
、
休
主
ず
」
友
ど
と
h
う
生
活
b
y
続
け
よ
う
も
の
た
ら
一
、
閣
も
た
く
喧
れ
る
に
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
も
私
は
断

乎
と
し
て
句
ぞ
う
し
た
仕
活
に
突
安
一
入
ろ
う
F
決
意
し
介
。
私
は
死
を
芳
え
売
の
で
は
な
い
、
死
者
決
し
た
の
だ
、
死
に
直
面
し
骨
の
だ
。

そ
れ
は
禅
家
に
謂
う
所
の
犬
死
一
番
た
る
も
の
に
相
当
す
る
。
私
は
小
我
を
滅
却
す
る
こ
と
に
工
っ
て
物
心
の
対
立
を
超
越
し
、
心
を

心
て
見
る
と
と
が
出
来
た
の
だ
。
そ
の
瞬
間
己
そ
即
ち
一
私
が
謂
う
と
こ
ろ
の
宗
教
的
真
理
を
把
握
し
作
瞬
間
在
の
で
あ
る
。
」

か
く
て

「
天
下
の
会
器
L

と
一
同
う
先
生
白
自
覚
は
、

東
洋
的
宗
教
こ
と
に
禅
白
覚
り
に
相
当
す
る
も
の
あ
る
己
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

己
目

『
自
叙
伝
』
を
読
ん
ぞ
思
い
合
せ
る
こ
と
は
、
先
生
が
私
共
二
、
=
一
人
を
伴
っ
て
天
脅
寺
に
間
宮
英
宗
師
を
訪
れ
、
今
北
洪
川
白
『
禅

海
一
澗
』
N
V

講
読
を
所
望
古
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
生
が
御
自
身
の
休
験
よ
り
経
済
学
者
た
ら
ん
と
す
る
も
の
も
モ
白
根
底
に

於
て
禅
的
た
自
叫
買
が
た
け
れ
ば
た

b
在
い
と
考
え
ら
れ
た
為
め
で
あ
る
己
と
を
思
い
、
今
更
に
先
生
の
一
方
た
ら
ぬ
御
親
切
に
感
謝
す

る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
先
生
は
東
洋
的
左
大
乗
的
な
悟
り
に
到
達
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
己
の
大
乗
的
悟
り
を
根
祇
と
な
す
と
と
に
よ
っ

τ
マ
ル
ク
ス
研
裂
に
全
力
を
挙
げ
て
精
進
し
遂
に
一
切
を
こ
の
実
践
の
為
め
に
挙
げ
尽
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
と
の
世
界
経
済
学

史
ょ
に
於
げ
る
烹
義
の
重
大
さ
を
我
々
は
十
分
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
京
は
先
生
が
亡
く
な
b
れ
て
『
自
叙
伝
』

に
接
し
て
「
天
下
の
公
器
」
白
意
義
を
自
介
白
「
超
包
D
論
理
」
の
立
場
か
ら
は
じ
め

τ気
付
い
た
の
ぞ
あ
る
。

か
〈
河
上
肇
先
生
に
於
て
は
東
洋
的
大
乗
白
悟
り
の
上
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
立
て
ら
れ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
態
度
を
学
問



的
に
徹
底
L
確
す
せ
ん
が
為
め
に
は
進
ん
J
1

己
の
一
大
草
地
の
悟
り
更
は
地
相
対
的
非
利
己
主
義
の
立
場
と
マ
ル
ク
ス
キ
一
衰
の
立
場
と
が
内
面

的
に
論
理
的
に
統
一
宮
れ
一
つ
の
新
ら
し
い
具
休
的
な
論
理
と
し
て
確
立
き
れ
在
け
れ
ば
な
ら
一
友
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
示
せ
し
如
〈
、

こ
れ
ま
で
ι
な
さ
れ
得
た
か
っ
た
。
然
る
に
己
の
世
間
仲
良
的
な
偉
業
が
、
わ
が
商
用
幾
太
郎
先
生
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
西
国
先
生
は
、
次
の
如
く
に
述
べ
ら
れ
て
い

h
。

「
東
洋
文
化
の
摂
低
に
は
西
洋
文
化
に
勝
る
と
も
劣
ら
ざ
る
貴
ヤ
も
の
が
あ

る
白
で
あ
る
が
、
弱
点
は
そ
の
学
と
し
て
発
展
し
た
か
っ
た
と
と
に
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
今
日
開
洋
文
化
に
b
さ
れ
が
ち
な
の
は

こ
れ
に
よ
る
D
て
あ
る
。
」
「
欧
州
人
に
は
従
来
日
介
等
の
文
化
が
唯
一
つ
の
最
も
進
ん
だ
最
高
文
化
だ
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
併
し

私
は
モ
れ
は
狭
量
な
間
負
て
あ
る
と
考
え
る
。
暦
史
的
文
化
白
原
型
は
も
っ
と
豊
富
で
な
け
れ
ば
左
ら
な
い
。
我
々
は
深
く
西
洋
文
化

の
根
抵
K
入
り
十
分
之
を
把
携
す
る
と
共
に
、
目
見
に
深
く
東
洋
文
化
白
根
祇
に
入
り
、
切
七
白
奥
底
に
西
洋
文
佑
と
具
な
っ
た
方
向
を
把

摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
文
佑
そ
の
も
の
む
広
く
深
い
本
質
全
明
か
に
す
る
と
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
西
洋
に
よ
っ
て
東
洋
文
化
を
否
定
す
る
と
と
て
も
な
く
、
東
洋
文
化
に
よ
っ
て
西
洋
文
化
を
否
定
す
る
と
と
て
も
な
い
。
又
そ

の
何
れ
か
一
白
中
に
他
を
令
み
込
む
こ
と
て
も
な
い
。
却
っ
て
従
来
よ
り
は
一
層
探
H
大
き
な
根
祇
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者

共
に
新
ら
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
「
賂
史
的
世
界
の
原
型
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
於
て
種
々
友
る
方
向
に
童
心

全
有
っ
た
種
々
な
る
文
化
が
考
え
ら
れ
、
相
柿
足
す
る
こ
と
に
よ
勺
て
世
界
文
化
を
構
成
す
る
と
一
古
川
つ
こ
と
が
出
来
る
。
」
「
東
洋
文
化

の
立
場
か
ら
世
界
文
化
に
新
ら
し
き
光
を
与
え
、
世
界
文
化
に
貢
献
す
る
と
云
う
の
は
、
右
の
如
き
意
味
に
於
て
で
な
け
れ
ば
取
ら
ぬ

と
云
う
の
で
あ
る
」
と
れ
に
つ
づ
い
て
西
岡
先
生
は
、

「
我
が
国
に
於
て
は
、
い
づ
れ
白
学
問
に
於
て
も
尚
深
川
V

根
本
的
な
理
論
研
究

は
微
弱
で
あ
る
と
思
う
。
」
と
云
う
て
出
ら
れ
る
が
、
前
述
古
し
如
く
、
経
済
学
界
に
於
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
西
洋
医
於
て
成
立
せ
る
経

済
学
の
休
系
を
至
上
な
も
の
と
考
え
モ
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
こ
れ
を
祖
述
す
る
こ
と
が
経
済
学
者
白
主
た
る
仕
事
と
な
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っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

己
の
原
理
モ
の
も
の
を
創
造
的
に
発
展
せ
し
む
る
が
如
き
努
力
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
な
か
ヮ
た
の
で
あ
る
υ

然

る
に
河
上
肇
先
生
に
至
つ
て
は
じ
め
て
、

な
っ
一
た
の
で
あ
る
が
、
西
日
哲
学
に
至
っ
て
は
更
に
こ
れ
が
世
界
的
論
理
と
し
て
深
く
哲
学
さ
れ
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
ロ
即
ち
西

マ
ル
グ
ス
主
義
の
立
場
モ
の
も
の
に
つ
い
て
原
理
的
発
展
的
な
方
向
が
示
め
さ
れ
る
こ
と
と

田
哲
学
に
於
て
傑
く
東
西
文
化
の
形
成
力
が
論
理
的
に
明
確
に
さ
れ
更
に
こ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
的
文
化
の
形
成
力
と

し
亡
の
世
外
的
論
理
が
は
じ
め
て
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
が
「
歴
史
的
世
界
の
原
型
」
と
云
わ
れ
る
の
は
即
ち
己
れ
て
あ
る
。

東
西
文
化
の
相
日
開
っ
た
形
成
力
は
、
こ
の
「
歴
史
的
原
型
」
の
具
志
っ
た
方
向
に
童
心
を
有
っ
た
も
白
て
あ
り
そ
れ
ら
は
互
に
相
補
足

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
休
的
忠
世
外
文
化
を
形
成
す
べ
き
も
白
と
考
え
ら
れ
た
。
西
欧
文
化
が
即
ち
人
類
文
化
て
あ
る
と
す
る
考
え
を

「
違
う
と
云
う
こ
と
は
弱
点
て
あ
る
。
」
「
此
両
方
向
の
も
の
が
結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
忙
大
き
た

t
A

文
化
が
考
え
ら
れ
る
。
将
来
文
化
は
そ
う
い
う
と
己
ろ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
モ
の
方
向
に
進
み
、
そ
こ
で
結
び
つ
く
と
い
う
己
と
て

非
と
さ
れ
る
先
生
は
、

ζ

れ
乙
反
対
に
東
沖
文
化
乙
モ
が
真
白
文
化
て
あ
る
と
す
る
考
え
も
単
な
る
反
動
て
あ
る
と
さ
れ
る
。
か
く
て

孜
の
如
く
に
一
再
う
て
居
ら
れ
る
。

た
く
て
は
た

b
た
い
。
L

か
か
る
出
唱
え
芳
に
よ
っ
て
西
田
哲
学
に
於
て
は
東
西
文
化
の
形
成
力
は
止
揚
さ
れ
世
界
的
形
成
力
と
し
て
の
最
も
具
体
的
な
論
理
が

稼
立
さ
れ
た
。
こ
こ
に
西
田
哲
学
の
世
界
史
的
意
義
が
あ
る
。
更
に
こ
の
創
造
的
世
界
の
論
理
の
立
場
に
立
っ
て
、
今
目
の
利
己
主
義

的
国
家
主
義
と
し
て
の
帝
問
主
義
的
世
界
タ
具
体
的
た
世
界
と
し
て
の
「
世
界
的
世
界
」

し
て
刊
握
き
れ
、
己
れ
を
解
決
す
る
「
世
界
的
世
界
形
成
ギ
一
義
」
た
る
も
の
が
明
か
に
さ
れ
、
更
陀
「
抽
象
的
左
経
済
人
と
し
て
の
立

‘

.

、

、

、

、

、

、

、

.

、

.

、

、

、

、

、

、

、

、

の

場
か
ら
一
て
を
く
、
具
休
的
た
「
国
富
論
」
、
ょ
し
て
の
終
済
学
も
か
か
る
場
か

b
#唱
え
甫
さ
る
ベ
者
で
あ
ろ
う
」
と
一
E
わ
れ
て
い
る
。

へ
変
革
す
る
こ
と
が
今
日
の
祉
界
史
課
題
と

西
回
哲
学
は
強
い
世
界
的
注
実
践
的
性
格
を
有
す
る
も
白
て
あ
る
が
、
そ
れ
が
己
こ
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
今
日
多
く
の
人
々
は
、



西
同
古
学
を
真
剣
に
研
究
す
る
こ
と
も
せ
ず
に
、
傍
観
的
友
態
度
を
以
て
、
そ
れ
を
観
念
論
的
投
も
の
と
き
め
て
い
る
が
、
今
日
の
止

界
史
的
課
題
と
実
践
的
に
取
り
組
み
こ
れ
を
解
決
す
る
立
場
を
根
本
的
に
求
め
る
者
は
、
こ
れ
を
西
回
哲
学
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の

て
あ
る
。
か
く
て
西
岡
哲
学
に
於

τは
、
今
日
の
世
界
史
的
問
題
を
解
決
す
べ
き
新
ら
し
い
世
界
経
済
学
の
一
哲
学
的
基
礎
が
、
全
般
的

に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
目
経
済
学
を
「
創
造
的
世
界
経
済
坐
」
と
し
て
建

τん
と
す
る
私
は
、
こ
れ
を
確
立
す
。
へ
ふ
さ
哲

学
的
基
獲
を
西
国
先
生
の
創
造
的
世
界
の
哲
学
に
学
ば
た
け
れ
ば
た

b
な
か
っ
た
。
私
白
「
超
包
白
論
理
」
も
こ
の
創
造
的
世
界
の
哲

川一r
に
於
て
山
田
7
間
的
に
展
開
し
得
る
の
で
あ
る
。

川
ゲ
ム
に
於
て
は
こ
の
経
済
学
の
課
題
と
と
れ
を
解
決
す
ベ
さ
論
理
と
を
序
説
的
に
モ
の
成
生
の
過
程
に
於
て
見
た
の
て
あ
る
が
、
稿

を
改
め
進
ん
で
理
論
的
に
そ
白
哲
学
的
基
礎
よ
日
明
か
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

(
昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
五
日
〉

ω
拙
著
『
精
神
科
単
的
経
済
の
基
礎
問
摺
』
第
三
六
買
に
経
務
学
体
系
の
「
生
的
基
礎
」
の
意
義
を
述
ペ
、
本
論
の
研
究
に
於
て
こ
の
こ
と
乞
な
し

た。

例
経
演
論
叢
持
七
十
九
品
部
三
号
拙
稿
『
各
口
吉
彦
兄
と
当
時
の
経
経
学
部
』
参
照
。

ω
マ
ル
ク
ス
、
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
一
ア
l
ゼ
』
第
十
及
び
第
十
一
。

同
河
上
肇
薯
『
自
叙
伝
』
(
砦
波
版
〕
究
部
一
一

O
頁
以
下
。
肇
幸
点
を
附
す
。

肌
西
国
幾
多
郎
先
生
も
こ
の
書
を
青
年
の
読
む
べ
き
害
と
し
て
山
本
良
吉
先
生
の
編
集
さ
れ
た
『
静
修
書
目
間
容
』
に
挙
げ
て
居
ら
れ
る

O

M
W

『
学
問
的
冶
法
』
西
日
幾
多
郎
全
集
別
器
官
第
一
四
三
瓦
参
問
。
隼
者
点
を
附
す
。

的
『
現
実
の
世
界
の
論
理
的
情
造
』
西
日
幾
多
郎
会
集
。
則
春
E
第
二
六
一
り
二
六
一
一
且
参
照
。

剛
司
哲
学
論
文
集
部
四
荷
造
』
西
国
批
判
吾
郎
会
集
別
巻
百
補
辿
第
九
瓦
以
下
参
照
。

創
造
的
世
界
経
済
学
序
説

第

八

巻

。
五

第
四
号

八




