
評書

岸
田
　
紀
著
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ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
研
究
』

西
　
村
　
貞
　
枝

　
本
書
は
、
二
〇
余
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
メ
ソ

ジ
ス
ト
運
動
の
指
導
者
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
の
研
究
に
専
念
し
て
こ
ら
れ
た

岸
田
紀
先
生
が
、
こ
れ
ま
で
『
名
古
屋
大
学
論
集
』
な
ど
に
発
表
さ
れ
た
成

果
を
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
注
目
に
値
す
る
労
作
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
二

つ
の
大
き
な
目
的
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
メ
ソ
ジ
ズ
ム
と
呼
ば
れ

る
ウ
ェ
ズ
リ
の
神
学
を
正
し
い
系
譜
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
マ
ヅ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
へ
の
一
つ
の
反
証
を
呈
示
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
本
書
を
一
貫
す
る
論
点
の
中
心
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
か
の
有
名
な
『
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
　
（
著
者
に
な
ら
っ
て
、

以
下
『
倫
理
』
と
略
す
）
の
一
九
二
〇
年
版
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
ウ
ェ
ズ

リ
の
文
章
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
及
び
そ
れ
と
不
可
分
の
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
原
文
引
用
方
法
に
つ
い
て
の
著
者
の
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
論
証
の
基
礎

を
な
す
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
倫
理
』
で
提
起
し
た
「
伝
統
主
義
的
」
倫

理
か
ら
「
職
業
」
倫
理
へ
の
「
倫
理
の
転
換
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
核

心
を
な
す
「
よ
き
わ
ざ
」
の
内
容
的
転
換
な
し
に
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
押
し
広
げ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
…

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
主
義
的
倫
理
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
職
業
倫
理
と

に
お
け
る
「
よ
き
わ
ざ
ト
の
相
違
を
、
そ
の
組
織
的
・
方
法
的
性
格
の
有
無

に
求
め
、
そ
の
際
に
無
前
提
で
職
業
労
働
す
な
わ
ち
「
よ
き
わ
ざ
」
と
し
て
い

る
が
、
伝
統
主
義
的
倫
理
に
お
い
て
は
、
最
後
の
審
判
日
の
「
永
遠
の
救
い
」
E

と
結
合
す
べ
き
「
よ
き
わ
ざ
」
に
は
世
俗
的
職
業
労
働
が
含
ま
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
職
業
」
倫
理
の
理
念
型
に

お
け
る
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
が
自
己
の
「
救
い
の
証
明
」
を
合
理
的

職
業
労
働
に
求
め
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
救
い
」
と
「
職
業
」
労
働
と

の
結
合
は
、
伝
統
主
義
的
な
「
よ
き
わ
ざ
」
の
内
容
的
革
新
な
く
し
て
は
成

立
し
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
著
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
9
ク
の
「
伝
統
主
義
的
」
倫
理
の
系
譜

に
立
つ
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
高
教
会
派
の
「
慈
善
」
倫
理
に
お
け
る
「
よ
き
わ

ざ
」
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
「
職
業
」
倫
理
に
お
け
る
「
よ
き
わ
ざ
」
と
の

内
容
的
相
違
、
お
よ
び
そ
の
相
違
と
表
裏
を
な
す
両
倫
理
の
「
召
命
」
思
想

の
相
違
と
い
う
面
か
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ウ
ェ
ズ
リ
解
釈
に
対
し
て
疑
問
を

提
出
し
た
。
　
つ
ま
り
、
神
の
「
普
遍
的
恩
恵
」
説
に
立
つ
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ

の
ウ
ェ
ズ
リ
は
、
世
俗
的
職
業
労
働
に
お
け
る
「
特
殊
的
召
命
」
思
想
を
欠

き
「
よ
き
わ
ざ
」
に
職
業
労
働
を
含
め
な
い
点
で
、
右
同
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
γ

の
「
慈
善
」
倫
理
の
系
譜
に
立
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ル

ミ
ニ
ア
ソ
の
ウ
ェ
ズ
リ
を
「
特
殊
的
恩
恵
」
説
に
立
つ
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の

「
職
業
」
倫
理
の
系
譜
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ウ
ェ
ズ
リ

解
釈
に
対
し
て
反
証
を
提
出
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ウ
ェ
ズ
リ
に
関
す
る
理
念

型
の
論
理
的
不
整
合
性
を
、
極
め
て
明
解
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
最
近
つ
ね
に
な
く
惹
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
牽
引
力
で
本
書
を
読

了
し
、
書
評
の
一
文
を
草
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
専
門
を
異
に
す
る

若
輩
ゆ
え
「
書
評
」
な
ど
と
は
お
こ
が
ま
し
い
が
、
以
下
簡
単
に
本
書
の
内

容
を
紹
介
し
な
が
ら
、
若
干
の
所
感
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
本
書
は
三
つ
の
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編
か
ら
成
り
、
前
編
が
二
章
ず
つ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
編
「
問
題
の
提
起
」
の
冒
頭
で
、
著
者
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
倫
理
』

で
提
起
し
た
「
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
の
「
職
業
」
倫
理
と
「
資

本
主
義
の
精
神
」
と
の
親
和
性
と
い
う
命
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
資
本
主
義
精

神
起
源
論
争
」
と
い
う
形
で
活
発
な
研
究
・
論
争
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
が
、

ヘ
　
　
　
へ

事
実
の
点
か
ら
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
説
の
再
検
討
、
つ
ま
り
彼
の
理
論
が
果
し
て

「
健
全
な
歴
史
的
分
析
」
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
の

究
明
が
潜
過
さ
れ
て
き
た
と
し
て
、
著
者
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
の
立
場
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
一
文
章
を
『
倫
理
』
の
最
終
節
の
結
論
部

分
に
引
用
し
、
同
文
章
を
「
禁
欲
的
プ
戸
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
「
職
業
」

倫
理
と
「
資
本
主
義
の
精
神
」
と
の
間
の
適
合
的
連
関
を
論
証
し
よ
う
と
し

た
彼
の
『
倫
理
』
の
「
標
語
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
文
章
で
あ
る
と
し
た
。

著
者
は
次
の
編
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ウ
ェ
ズ
リ
解
釈
を
覆
え
す
前
に
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
に
「
概
念
的
加
工
」
を
加
え
た
と
し
て
、
ま
ず
第

一
章
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
引
用
典
拠
へ
の
疑
問
」
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
同

文
章
引
用
に
さ
い
し
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
典
拠
の
不
確
実
さ
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
つ
ま
り
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ウ
ェ
ズ
リ
及
び
メ
ソ
ジ
ズ
ム
に
関
す
る
根

本
史
料
を
繕
か
ず
に
、
い
く
つ
か
の
難
点
を
含
む
サ
ウ
ジ
の
『
ウ
ェ
ズ
リ
伝
』

（一

ｪ
二
〇
）
か
ら
ウ
ェ
ズ
リ
の
問
題
の
文
章
を
孫
引
き
し
た
、
し
か
も
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
サ
ウ
ジ
の
『
ウ
ェ
ズ
リ
伝
』
す
ら
も
直
接
は
読
ま
ず
、
サ

ウ
ジ
の
引
用
文
を
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
史
家
ア
シ
ュ
リ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
宛
書
簡

（一

繹
齊
O
）
か
ら
再
引
用
し
た
と
い
う
。
そ
の
ア
シ
ェ
リ
は
『
倫
理
』
五

年
忌
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
を
全
面
的
に
支
持
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
論

の
妥
当
挫
を
裏
づ
け
る
好
個
の
史
料
と
し
て
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
問
題
の
文
章
を

提
示
し
て
き
た
の
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
な
ん
ら
史
料
批
判
を
行
な
わ
ず
し
て
二

〇
年
版
に
引
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
引
用
方
法
へ
の
疑
問
、
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
驚
く

べ
き
指
摘
で
あ
る
が
、
著
者
は
さ
ら
に
第
二
章
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ウ
ェ
ズ
リ

解
釈
へ
の
疑
問
」
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
文
章
引
用
に
際
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
己
の
理
念
型
に
適
合
し
な
い
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
に
改
変
の
筆
を
加
え
た
こ

と
を
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
、
サ
ウ
ジ
の
引
用
文
、
ウ
ェ
ー
バ
1
の
引
用
文
の

比
較
対
照
表
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
原
文
へ
の
「
概
念

的
加
工
」
の
結
果
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
本
来
の
倫
理
像
と
は
著
し
く
異
な
っ
た
ふ

営
利
の
解
放
と
消
費
の
圧
殺
、
そ
の
外
面
的
結
果
と
し
て
の
資
本
形
成
と
い

う
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
に
適
合
的
な
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理
像
が
構
築
さ
れ
た

と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
「
救
い
の
確
か
さ
」
を
「
合
理
的
職
業
労
働
」

に
お
い
て
証
明
す
る
と
い
う
「
職
業
」
観
念
の
点
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の

倫
理
を
「
伝
統
主
義
的
」
倫
理
か
ら
綾
劉
し
た
の
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
倫

理
』
　
の
構
想
の
出
発
点
で
あ
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
　
そ
の
職
業
労
働
に
お
け
る

「
救
い
の
証
明
」
と
い
う
決
定
的
な
点
を
欠
く
こ
と
を
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
認

め
て
い
る
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理
が
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
倫
理
と
ま
っ
た
く
同

一
の
職
業
観
念
を
発
達
さ
せ
、
同
一
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
構
成
し
た
「
職
業
」
倫
理
の
理
念
型
は
論
理
的
自
己
矛
盾
に

お
ち
い
る
で
は
な
い
か
と
の
重
大
な
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。

　
こ
の
点
を
さ
ら
に
解
明
す
る
た
め
に
、
次
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ウ
ェ
ズ
リ

か
ら
の
（
加
工
の
施
さ
れ
た
）
引
用
文
に
読
み
こ
も
う
と
し
た
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ス
ト
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
職
業
倫
理
と
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
に
表
明
さ
れ
た
、

伝
統
主
義
的
倫
理
の
流
れ
を
汲
む
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
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評書

ソ
の
「
慈
善
」
倫
理
、
こ
の
両
者
に
お
け
る
「
よ
き
わ
ざ
」
の
相
違
、
及
び

そ
の
相
違
か
ら
由
来
す
る
両
倫
理
の
構
造
的
相
違
が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
ピ

ェ
ー
リ
タ
ソ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ー
キ
ソ
ズ
の
『
職
業
論
』
を
中
心
に
考
察

さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
ウ
ェ
ズ
リ
は
、
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
の
系
譜
に
立

つ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
問
題
の
ウ
ェ
ズ
リ
の
文
章
も
こ
の
高
教
会
的

禁
欲
倫
理
の
表
明
で
あ
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
引
用
文
章
は
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫

理
の
根
幹
と
も
い
う
べ
き
「
慈
善
」
を
切
り
払
い
、
残
る
枝
葉
で
あ
る
高
教

会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
的
「
勤
労
、
節
約
」
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
的
「
職
業
」
倫
理
を
接
ぎ
楽
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
論
を
述
べ
て
い

る
。　

第
二
編
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
高
教
会
主
義
の
系
譜
」
で
は
、
ウ
ェ
ズ
リ
神
学
の

骨
子
で
あ
る
『
メ
ソ
ジ
ズ
ム
論
瞼
を
掲
載
し
た
『
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
・
マ
ガ
ジ

ン
』
発
行
の
背
景
と
な
っ
た
ウ
ェ
ズ
リ
の
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
系

譜
を
考
察
し
、
さ
に
そ
ら
の
高
敏
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
と
ウ
ェ
ズ
リ
と
の

接
点
と
な
っ
た
サ
ム
エ
ル
・
ウ
ェ
ズ
リ
｝
家
及
び
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

の
ト
ー
リ
ー
高
教
会
主
義
と
ウ
ェ
ズ
リ
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
高
教
会
主
義
の
系
譜
」
は
、
要
す
る
に
、
イ
ギ
リ

ス
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
闘
争
史
で
あ
る
。
国
教

会
神
学
に
お
け
る
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
占
め
る
位
置
の
変
遷
が
、
一
六
世

紀
末
か
ら
名
誉
革
命
期
ま
で
辿
ら
れ
る
。
　
「
国
教
会
神
学
の
主
調
が
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
に
あ
っ
た
」
時
期
や
神
学
的
に
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ

一
世
が
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
を
擁
護
し
た
と
い
う
一
見
奇
妙
に
ひ
び
く
事
実
な
ど

が
、
神
学
面
と
教
会
政
治
面
の
両
方
か
ら
明
解
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル

ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
神
学
が
カ
ン
タ
ベ
リ
の
正
統
信
仰
と
し
て
確
立
し
た
の
は
、

「
王
権
神
授
」
と
「
絶
対
服
従
」
の
教
義
を
強
調
し
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
対
し

て
攻
撃
的
な
ロ
ー
ド
が
大
司
教
に
就
任
し
、
王
座
と
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ

の
同
盟
が
形
成
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ー
ド
派
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

内
乱
時
に
凋
落
し
、
王
政
復
古
後
再
び
盛
り
返
し
電
界
及
び
政
界
に
支
配
的

勢
力
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
。
こ
の
ロ
ー
ド
派
の
勝
利
は
、
同
時
に
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
勝
利
を
意
味
し
、
名
誉

革
命
勃
発
ま
で
の
間
に
予
定
説
に
対
す
る
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
の
勝
利
が
決

定
的
と
な
っ
た
。
が
、
ロ
ー
ド
派
は
そ
の
教
義
ゆ
え
に
、
名
誉
革
命
で
は
再

び
苛
酷
な
試
練
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　
第
二
章
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
ト
；
り
1
高
教
会
主
義
の
起
源
」
で
は
、
ま
ず
ウ

ェ
ズ
リ
の
高
教
会
主
義
の
思
想
的
背
景
と
い
う
べ
き
両
親
の
影
響
が
述
べ
ら

れ
る
。
そ
の
両
親
の
姿
は
、
名
誉
革
命
後
、
国
教
会
主
流
派
の
地
位
か
ら
転

落
し
た
、
と
く
に
聖
職
を
剥
奪
さ
れ
て
野
に
下
っ
た
臣
従
拒
誓
者
の
運
命
の

代
表
的
縮
図
で
も
あ
る
。
ウ
ェ
ズ
リ
の
両
親
が
、
同
じ
ト
ー
り
⊥
尚
教
会
人

で
あ
り
な
が
ら
、
一
時
新
王
へ
の
鶯
従
拒
誓
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
不
和
・
別

居
に
い
た
る
と
い
う
の
も
、
宗
教
的
立
場
と
政
治
的
忠
誠
と
が
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
た
こ
の
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
な
ら
で
は
の
夫
婦
像
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
家
庭
で
遍
い
育
っ
た
ウ
ェ
ズ
リ
は
、
と
り
わ
け
厳
格
な
拒
誓
派
の
母

親
ス
ザ
ソ
ナ
の
思
想
を
受
け
つ
い
だ
と
い
う
。
筆
者
は
、
そ
の
よ
う
に
母
親

の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
ウ
ェ
ズ
リ
が
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
の
神
授
権
を
認
め

る
こ
と
に
な
る
経
緯
が
、
単
に
時
代
の
流
れ
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
納
得
で

ぎ
な
い
も
の
を
感
じ
た
の
だ
が
。
彼
ら
臣
従
拒
誓
者
に
は
教
区
外
礼
拝
の
遵

守
な
ど
非
国
教
的
要
素
が
み
ら
れ
た
が
、
著
者
は
、
こ
の
名
誉
革
命
後
の
高

教
会
主
義
の
変
容
と
い
う
現
象
に
、
生
涯
自
ら
を
忠
実
な
高
教
会
人
だ
と
公

言
し
続
け
た
ウ
．
エ
ズ
リ
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
運
動
に
お
い
て
保
持
し
た
非
国
教
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的
要
素
の
源
を
求
め
て
い
る
。

　
次
に
、
ウ
ェ
ズ
リ
が
そ
の
精
神
形
成
期
を
過
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
に
お
け
る
ト
ー
リ
ー
高
教
会
主
義
と
ウ
ェ
ズ
リ
兄
弟
ら
の
「
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
」
の
関
係
の
程
が
吟
味
さ
れ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
み

る
よ
う
に
従
来
の
系
譜
論
で
は
、
メ
ソ
ジ
ズ
ム
は
、
た
ん
に
彼
ら
の
「
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
営
ま
れ
、
か
つ
審
査
さ
れ
る
生
活
」
と
い
う
現
象
を
も
っ
て
、
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ス
ト
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
系
譜
に
立
つ
も
の
と
往
々
に
し
て
み
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
る
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
規
則
的
・
方

法
的
・
自
己
審
査
的
生
活
態
度
は
、
ロ
ー
ド
派
高
教
会
人
の
影
響
下
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
系
譜
論
に
無
理
の
あ
る
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。

　
第
三
編
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
『
慈
善
』
倫
理
の
系
譜
と
構
造
」
で
は
、
前
編
で

み
ら
れ
た
よ
う
に
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理
形
成
に
さ
い
し
て
決
定
的
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
高
教
会
派
の
「
慈
善
」
倫
理
と
ウ
ェ
ズ
リ
の
関
係
、
さ
ら

に
ウ
ェ
ズ
リ
自
身
の
倫
理
構
造
が
考
察
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ウ
ェ
ズ
リ
の

『
メ
ソ
ジ
ズ
ム
論
』
中
の
問
題
の
一
文
章
に
表
明
さ
れ
た
倫
理
を
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
「
職
業
」
倫
理
的
解
釈
と
は
反
対
に
、
む
し
ろ
そ
の
倫
理
と
は
対
立

的
な
高
教
会
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
の
「
慈
善
」
倫
理
の
系
譜
の
上
に
位
置
づ
け
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
関
す
る
理
念
型
の
論
理
的
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
章
「
高
教
会
派
の
『
慈
善
』
倫
理
と
ウ
ェ
ズ
リ
」
に
お
い
て
、

著
老
は
ウ
ェ
ズ
リ
に
い
た
る
ま
で
の
高
教
会
派
の
う
ち
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理

形
成
に
あ
た
っ
て
決
定
的
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
人
々
ー
テ
ー
ラ

ー
、
ネ
ル
ソ
γ
、
ヒ
ヅ
ク
ス
、
ロ
ー
ー
の
著
作
か
ら
、
高
教
会
派
の
職
業

観
念
を
含
む
社
会
倫
理
像
を
構
築
し
、
そ
の
倫
理
像
と
ウ
ェ
ズ
リ
と
の
一
致

を
論
証
し
て
い
く
。
こ
の
部
分
は
、
本
書
中
、
最
大
の
紙
数
を
占
め
る
労
作

で
あ
り
、
ウ
ェ
ズ
リ
と
の
関
係
を
別
に
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
、
わ
が
国
に
二

つ
と
な
い
高
教
会
派
の
考
察
と
し
て
学
界
に
貢
献
す
る
重
要
論
考
で
あ
ろ
う
。

本
章
の
内
容
の
豊
か
さ
は
、
筆
者
の
手
で
は
十
分
に
紹
介
し
き
れ
な
い
の

で
、
全
体
の
構
成
を
節
と
項
の
タ
イ
ト
ル
で
も
っ
て
示
し
て
お
く
こ
と
に
す

る
。

　
第
一
節
　
テ
ー
ラ
ー
の
「
慈
善
」
倫
理

　
第
二
節
　
ネ
ル
ソ
ン
の
「
慈
善
」
倫
理

　
　
一
　
ネ
ル
ソ
ン
の
生
涯
と
ウ
ェ
ズ
リ

　
　
ニ
　
ネ
ル
ソ
ン
の
「
慈
善
」
倫
理

　
鱗
卯
三
箭
岬
　
ヒ
ッ
ク
ス
の
「
戴
唇
音
」
倫
…
理

　
　
一
　
ヒ
ッ
ク
ス
の
生
涯
と
ウ
ェ
ズ
リ

　
　
ニ
　
ヒ
ッ
ク
ス
の
「
弐
心
垂
目
」
倫
理

　
第
四
節
　
ロ
ー
の
「
慈
善
」
倫
理

　
　
一
　
ロ
ー
の
生
涯
と
ウ
ェ
ズ
リ

　
　
ニ
　
バ
ン
ガ
ー
論
争
に
お
け
る
ロ
ー
の
倫
理
構
造

　
　
三
　
ロ
ー
の
「
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
」
の
倫
理
構
造

　
　
四
　
職
業
に
お
け
る
「
意
図
の
純
粋
と
聖
潔
」

　
　
五
　
　
「
完
全
な
愛
」
の
金
銭
の
使
用
法

テ
ー
ラ
ー
を
始
め
と
す
る
高
教
会
派
の
倫
理
は
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て
ウ
ェ

ズ
リ
の
倫
理
形
成
に
参
与
し
て
い
る
が
、
な
か
ん
ず
く
ウ
ェ
ズ
リ
の
同
時
代

人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
が
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
運
動
の
出
発
点
で
彼
に
与
え
た
衝

撃
は
、
の
ち
に
ロ
ー
の
神
秘
主
義
へ
の
没
入
で
両
者
が
不
和
に
陥
っ
た
と
は

い
え
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
生
涯
を
通
じ
て
、
彼
の
倫
理
観
に
も
っ
と
も
強
力
に
作

用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
制
約
上
、
ロ
ー
の
「
慈

善
」
倫
理
の
み
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
ロ
！
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
者
の
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評書

完
全
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
者
が
自
己
の
「
救
い
」
に
不
可
欠
の
キ
リ
ス
ト
教

的
義
務
を
で
き
る
限
り
完
全
に
誠
実
に
履
行
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
義
務

と
は
、
全
て
を
神
に
完
全
に
さ
さ
げ
る
「
意
図
の
純
粋
と
聖
潔
」
さ
ら
に
、

そ
の
昇
華
さ
れ
た
究
極
的
形
態
と
い
う
べ
き
、
神
と
全
隣
人
に
対
す
る
「
完

全
な
愛
」
の
義
務
で
あ
る
。
　
「
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
」
の
倫
理
の
、
こ
の
よ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
な
原
理
的
構
造
か
ら
、
ロ
ー
は
世
俗
的
職
業
人
の
日
常
的
社
会
行
為
の
中

心
を
な
す
「
職
業
」
に
お
け
る
「
意
図
の
純
粋
と
聖
潔
」
の
追
求
、
さ
ら
に

口
1
に
と
っ
て
は
そ
の
「
職
業
」
に
お
け
る
中
心
的
課
題
と
い
う
べ
き
「
金

銭
の
使
用
法
」
を
通
じ
て
の
「
完
全
な
愛
」
の
追
求
を
、
彼
の
「
キ
リ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

者
の
完
全
」
の
倫
理
の
実
践
的
構
造
の
中
心
的
位
置
に
す
え
た
。
そ
こ
か
ら

「
慈
善
」
を
最
高
形
態
と
す
る
ロ
ー
の
「
隣
人
愛
」
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト

の
そ
れ
と
は
異
質
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
職
業
」
労

働
の
遂
行
に
よ
る
「
生
産
力
的
な
」
社
会
的
貢
献
の
中
に
表
明
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
「
隣
人
愛
」
は
、
構
造
的
に
「
営
利
」
と
媒
介

し
あ
う
が
、
一
方
「
非
生
産
的
な
」
　
「
慈
善
」
に
お
い
て
社
会
的
に
実
践
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
ロ
ー
の
「
隣
人
愛
」
は
「
営
利
」
と
は
構
造
的
に
結
び
つ

き
え
な
い
。
結
局
、
ロ
ー
の
「
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
」
の
倫
理
は
、
そ
の
構

造
契
機
と
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
と
同
一
の
禁
欲
的
諸
契
機
を
含
み
な
が
ら
、

そ
の
構
造
及
び
機
能
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
相
違
は
、
最
後
の
審

判
日
に
お
け
る
「
永
遠
の
救
い
」
の
条
件
と
し
て
の
「
よ
き
わ
ざ
」
の
解
釈

の
相
違
に
由
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
『
慈
善
』
倫
理
の
構
造
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
理
的

矛
盾
」
の
前
半
部
で
は
、
ウ
ェ
ズ
リ
自
身
の
倫
理
構
造
が
、
彼
の
著
作
の
豊

富
な
駆
使
に
よ
っ
て
説
閣
さ
れ
て
い
く
。
彼
の
説
く
「
キ
リ
ス
ト
者
の
完
全
」

は
な
に
よ
り
も
「
慈
善
」
に
よ
る
富
の
自
発
的
放
棄
を
通
じ
て
追
求
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
、
そ
の
思
想
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
攻
撃
し
た
中
世
的
な
有
機

体
的
「
公
正
」
の
社
会
倫
理
で
あ
る
と
、
著
者
の
中
心
的
命
題
に
帰
結
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
文
主
義
的
要
素
を
含
む
ア
ル
ミ
ニ

ア
ニ
ズ
ム
の
倫
理
体
系
に
立
つ
ウ
ェ
ズ
リ
の
「
人
間
的
」
隣
人
愛
と
、
神
の

絶
対
的
主
権
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
体
系
に
お
け
る
「
非
人
間
的
」
隣

人
愛
と
の
対
立
で
あ
り
、
ま
た
ウ
ェ
ズ
リ
の
説
く
「
慈
善
」
と
い
う
人
間
的

な
「
よ
き
わ
ざ
」
と
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
主
張
す
る
「
職
業
」
労
働
と
い
う

非
人
間
的
な
「
よ
き
わ
ざ
」
と
の
対
立
で
あ
る
。
ま
た
ウ
ェ
ズ
リ
の
「
完
全
」

を
追
求
す
る
「
方
法
」
の
点
で
も
、
昔
な
が
ら
の
宗
教
、
ア
ン
グ
リ
カ
ン
の

宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
次
に
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
「
慈
善
」

倫
理
の
構
造
が
、
彼
の
生
き
た
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
背
景
を
ふ
ま
え
つ
つ

考
察
さ
れ
る
。

　
本
章
の
後
半
部
で
は
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
『
メ
ソ
ジ
ズ
ム
論
』
そ
の
も
の
の
分

析
に
よ
っ
て
再
度
精
緻
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
の
真
意
と
著
者
の
結
論
部
分
を
要
約
し
て
お
く
に
と

ど
め
る
。

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
加
工
を
施
し
た
ウ
ェ
ズ
リ
か
ら
の
引
用
文
に
「
勤
労
、
節

約
、
資
本
蓄
積
」
と
い
う
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
資
本
主
義
的
倫
理
構
造
を
よ
み

こ
ん
で
い
る
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
原
文
は
「
勤
労
、
節
約
、
施
し
に
よ
る
慈
善
」

と
い
う
高
教
会
派
の
「
慈
善
」
倫
理
構
造
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
は
そ
の
引
用
文
に
「
勤
労
、
節
約
」
の
結
果
と
し
て
の
富
の
増
大
が
神

の
恩
恵
で
あ
り
、
自
己
の
「
救
い
の
確
か
さ
」
の
象
徴
で
あ
る
と
確
信
す
る

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
「
職
業
」
倫
理
を
よ
み
こ
ん
で
い
る
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
は
、

そ
の
富
が
「
地
獄
の
底
へ
沈
め
る
」
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ズ
リ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

お
い
て
は
、
世
俗
的
職
業
労
働
は
い
か
な
る
行
使
の
仕
方
で
あ
れ
、
「
救
い
」
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と
結
合
す
べ
き
「
よ
き
わ
ざ
」
の
位
置
を
獲
得
し
て
い
な
い
。
彼
に
あ
っ
て

は
、
雷
の
増
大
が
「
滅
び
」
に
い
た
ら
せ
な
い
「
た
だ
一
つ
の
方
法
」
と
し

て
は
「
施
し
」
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
「
職
業
」
倫
理
体
系
に
対
立
す
る
も
の

と
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
構
成
し
た
理
念
型
の
倫
理
的
諸
特
徴
を
も
つ
、

ア
ル
ミ
ニ
ア
ン
高
教
会
人
ウ
ェ
ズ
リ
の
文
章
を
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
の
「
職

業
」
倫
理
と
「
資
本
主
義
の
精
神
」
と
の
適
合
的
連
関
を
主
張
す
る
自
己
の

理
念
型
の
「
標
語
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
文
章
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
高
教
会
人
ウ
ェ
ズ
リ
が
、
ピ
ュ
…
リ
タ
ソ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
職
業
観

念
を
発
達
さ
せ
、
同
一
の
「
市
民
的
な
職
業
の
エ
ー
ト
ス
」
を
生
み
お
と
し

た
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
臨
己
の
理
念
型
の
論
理
的
整

合
性
を
自
ら
打
ち
く
ず
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型

の
論
理
的
矛
盾
性
と
い
う
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ウ
ェ

ズ
リ
の
「
慈
善
」
倫
理
に
お
け
る
職
業
観
念
の
倫
理
的
特
徴
を
も
っ
と
も
よ

く
衷
明
し
た
二
ヵ
所
の
語
句
を
、
自
己
の
構
成
し
た
理
念
型
に
適
合
的
な
語

句
に
改
変
し
た
上
で
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
同
文
章
を
引
用
し
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己

の
理
念
型
の
妥
当
性
が
「
争
い
が
た
い
」
事
実
と
し
て
証
明
さ
れ
た
と
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
歴
史
認
識
の
手
段
で
あ
る
理
念
型

が
も
は
や
自
己
目
的
化
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
、
理
念
型
理
論
に
お

い
て
、
現
実
が
「
理
論
の
召
使
」
と
な
る
危
険
、
理
論
が
「
現
実
に
暴
力
を

加
え
て
」
そ
の
理
論
的
構
成
の
現
実
に
お
け
る
妥
当
性
を
証
明
し
よ
う
と
す

る
誘
惑
を
警
告
し
た
が
、
こ
の
理
念
型
理
論
の
代
表
作
の
『
倫
理
』
の
改
訂

版
の
筆
を
執
っ
た
時
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
ら
、
ま
ず
こ
の
落
し
穴
に
お
ち
こ
ん

だ
、
と
力
強
い
言
葉
で
結
語
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
全
三
七
〇
頁
に
な
ん
な
ん
と
す
る
力
作
を
、
簡
単
に
紹
介
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う
な
粗
雑
な
紹
介
に
よ
っ
て
本
書
の
価
値

を
傷
つ
け
、
敬
愛
す
る
著
者
に
対
し
非
礼
を
重
ね
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
寛

恕
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
『
ジ
ョ
ン
・
ウ
エ
ズ
リ
研
究
』
と
い
う
表
題
か
ら

す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
は
、
著
者
の
研
究
の
道
程
に
お
け
る
副
産
物
と

み
な
し
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
ま
れ
本
書
の
構
成
に
み
る
限
り
で

は
、
各
章
各
節
が
す
ぐ
れ
て
論
理
的
で
、
著
者
の
中
心
的
命
題
で
あ
る
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
理
念
型
理
論
へ
の
反
証
と
い
う
こ
と
に
帰
結
し
て
お
り
、
著
老
の

本
書
に
お
け
る
最
大
力
点
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ

に
そ
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
執
念
の
書
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
力
量
不
足
の
ゆ
え
に
、
著
老
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判

の
当
否
の
検
討
は
然
る
べ
き
専
門
家
に
ゆ
ず
っ
て
、
こ
こ
で
は
筆
者
の
関
心

に
し
た
が
っ
て
、
激
え
て
読
後
感
の
域
を
出
な
い
妄
評
を
つ
ら
ね
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

　
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理
の
系
譜
的
遡
源
を
目
的
と
す
る
本
書
の
性
格
上
、
当
然

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
生
き
た
時
代
背
景
の
中
で
の
ウ
ェ

ズ
リ
の
人
間
像
が
、
な
ぜ
か
著
者
の
描
く
ウ
ェ
ズ
リ
の
両
親
の
極
め
て
リ
ア

ル
な
実
像
ほ
ど
に
は
浮
び
上
っ
て
こ
な
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本

書
に
お
い
て
は
、
一
八
世
紀
末
の
ウ
ィ
ル
ク
ス
事
件
そ
の
他
の
政
治
運
動
に

対
し
て
彼
の
と
っ
た
保
守
的
態
度
な
ど
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る

も
の
の
、
宗
教
的
社
会
運
動
の
組
織
者
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
が
あ
ま
り
具
体

的
に
語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
初
期
ハ
必
i
ヴ
ァ
ー
朝
の
イ

ギ
リ
ス
社
会
に
お
い
て
、
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
非
常
に
根
深
く
、
非

常
に
横
溢
し
て
い
た
宗
教
精
神
の
発
露
は
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
リ
及
び
彼
の

先
導
し
た
メ
ソ
ジ
ズ
ム
と
い
う
一
大
運
動
が
当
時
の
社
会
大
衆
の
中
で
果
し
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評書

た
役
割
の
評
価
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ウ
ェ
ズ
リ
の
教
え

は
、
現
実
に
は
国
教
会
の
牧
師
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
た
新
興
工
業
地
帯
の
労

働
者
階
級
の
中
で
と
り
わ
け
著
し
く
成
長
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
全
土
を
席
巻
し

た
そ
の
熱
狂
的
運
動
は
、
宗
教
的
組
織
者
ウ
ェ
ズ
リ
と
、
民
衆
説
教
者
カ
ル

ヴ
ァ
ソ
派
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
と
の
活
動
の

総
和
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
二
人
の
対
立
を
強
調
し
て
い
る
が
、

実
際
に
働
き
か
け
ら
れ
た
下
層
大
衆
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
ウ
ェ
ズ
リ
神
学
の

伝
統
主
義
的
倫
理
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
相
違
は
意
味
を
も
た
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
ア
ソ
グ
リ
カ
ソ
を
一
色
に
片
づ
け
ら
れ

な
い
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ソ
自
身
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
も
、
「
営

利
」
の
追
求
と
い
う
点
で
ひ
と
ま
と
め
に
図
式
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
困
難

な
よ
う
に
思
え
る
。
す
る
と
ま
た
同
じ
こ
と
が
ウ
ェ
ズ
リ
及
び
ウ
ェ
ズ
リ
主

義
者
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
た
ち
の
間
に
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
な
る

と
、
い
く
つ
か
の
直
写
分
け
が
、
い
く
つ
か
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
無
限
に
分

け
続
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
想
史
に
お
け
る

理
論
的
作
業
の
空
中
分
解
が
懸
念
さ
れ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
影
響
と
い
う

面
か
ら
み
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
流
の
「
営
利
」
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
も
、

そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
共
通
項
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ウ
ェ
ズ
リ
と
産
業
革
命
が
史
上
時
を
同
じ
く
し
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ

の
後
数
世
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で

カ
ザ
ミ
ア
ン
の
『
近
代
英
国
』
を
ひ
も
と
い
て
、
ウ
ェ
ズ
リ
評
価
を
借
用
し

て
み
る
と
、
　
「
ウ
ェ
ズ
リ
の
倫
理
的
・
社
会
的
影
響
は
、
近
代
英
国
を
形
成

し
た
一
主
因
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
く
だ
り
を
ウ
ェ
ズ
リ
主
義
と
産
業

主
義
の
結
び
つ
き
を
指
し
示
す
と
か
、
ウ
ェ
ズ
リ
の
教
え
が
イ
ギ
リ
ス
中
産

階
級
の
エ
ー
ト
ス
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
風
に
解
釈
し
な
い
で
、
メ
ソ
ジ

ズ
ム
と
い
う
熱
狂
的
宗
教
運
動
が
労
働
者
階
級
の
宗
教
・
社
会
・
教
育
の
歴

史
に
加
え
た
あ
ら
た
な
一
章
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

漠
然
と
表
現
し
た
「
一
章
」
と
い
う
言
葉
に
、
具
体
的
意
味
内
容
を
与
え
る

こ
と
は
、
今
の
筆
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
神
学
の
系
譜
を
過

去
に
辿
っ
て
い
く
こ
と
と
同
暗
に
、
ウ
ェ
ズ
リ
と
現
実
に
彼
か
ら
発
し
た
宗

教
的
民
衆
運
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
同
程
度
に
緻
密
な
考
察
が
、
ウ
ェ
ズ

リ
研
究
に
お
い
て
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、

産
業
革
命
直
後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
拡
が
っ
て
く
る
博
愛
主
義
運
動
と
ウ
ェ
ズ

リ
の
「
慈
善
」
倫
理
の
神
学
と
は
接
点
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
た
な

か
っ
た
と
し
た
ら
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
以
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

離
れ
る
が
、
ウ
ェ
ズ
リ
が
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
兄
弟
団
の
教
説
か
ら
受
け
た
影
響
と

い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
ウ
ェ
ズ
リ
主
義
の
ど
の
よ
う
な
構
成
要
素
と
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
思
い
つ
く
ま
ま
に
一
、
二
の
疑
問
を
呈
し
て
み
た
。
と
い
っ
て
、
こ
の
筆

者
の
一
言
が
決
し
て
本
書
の
真
価
を
傷
つ
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
御
海
容
を
乞
う
。
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