
上
田
閑
照
の
研
究
活
動
は
五
十
年
間
以
上
に
亘
る
。
ド
イ
ツ
語
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
（
１
）
を
発
表
し
た
後
、
幾
つ
か
の
禅
仏
教
に
関
す

る
、
主
に
言
葉
の
問
題
を
中
心
と
し
た
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
、
研
究
対
象
を
西
田
哲
学
に
移
す
と
と
も
に
、
「
自
己
と
は
何
か
」
と

い
う
問
題
を
巡
っ
て
思
索
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
関
わ
る
最
初
の
論
文
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
は
“
《
ロ
易
冨
呂
窃
巨
且
忌
堕

圏
冒
冒
冒
邑
冨
の
爵
呂
ｇ
ｏ
ｇ
冨
貝
曽
目
茎
２
‐
ｇ
晨
呂
９
幕
侭
冨
。
目
。
”
圏
貫
く
、
扇
冒
昌
閉
ｇ
§
富
ｇ
の
呂
呂
愚
（
２
）
だ
が
、
日
本
語
で
は

一
九
七
七
年
に
『
展
望
』
に
「
自
己
の
現
象
学
」
と
題
し
た
十
牛
図
論
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
を
も
と
に
、
一
九
八
二
年
に
柳
田
聖
山

と
の
共
著
『
十
牛
図
ｌ
自
己
の
現
象
学
』
（
一
九
九
二
年
『
十
牛
図
』
と
し
て
新
版
）
が
、
二
○
○
二
年
に
『
十
牛
図
を
歩
む
ｌ
真
の
自
己

へ
の
道
』
が
、
更
に
二
○
○
三
年
に
『
上
田
閑
照
集
第
六
巻
ｌ
道
程
「
十
牛
図
」
を
歩
む
』
が
発
表
さ
れ
た
。

上
田
自
身
は
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
滞
在
し
た
頃
か
ら
す
で
に
十
牛
図
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
講
義
で
ド
イ
ツ
の
学
生
に
禅

仏
教
の
思
想
を
理
解
さ
せ
る
努
力
し
た
上
田
は
、
言
語
と
の
関
わ
り
な
し
に
そ
れ
を
説
明
す
る
手
掛
か
り
を
十
牛
図
（
３
）
に
見
出
し
た
の
で

日
本
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学
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方
法
的
懐
疑
の
餌
食
と
な
る
。

上
田
に
よ
る
と
、
デ
カ
ル
↑

デ
カ
ル
ト

あ
る
。
上
田
の
十
牛
図
論
の
発
展
過
程
を
み
る
と
、
時
間
を
経
て
解
釈
が
深
く
な
り
、
多
層
化
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

上
田
の
十
牛
図
を
見
る
前
に
、
一
つ
の
疑
問
を
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
自
己
と
い
う
も
の
が
問

題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
日
々
自
己
と
し
て
生
き
、
自
己
と
し
て
活
動
し
、
自
己
と
し
て
考
え
て
い
る
。
上
田
の
「
自
己
の
現
象

学
」
は
ま
さ
に
こ
の
「
考
え
て
い
る
」
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。

近
代
の
西
洋
哲
学
に
お
け
る
自
己
理
解
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
で
典
型
的
に
形
式
化
さ
れ
た
。
個
体
の
解
釈
学
と
し
て
デ
カ
ル
ト
の
自

己
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
論
理
に
お
け
る
同
一
性
と
い
う
概
念
と
方
法
的
懐
疑
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
（
４
）
。

デ
カ
ル
ト
は
「
積
極
的
方
法
的
懐
疑
」
を
思
索
の
原
理
と
す
る
。
す
べ
て
疑
い
う
る
も
の
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
唯

一
の
疑
い
え
な
い
事
柄
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
事
柄
は
、
公
理
の
よ
う
な
自
明
的
真
理
で
あ
っ
て
、
自
己
意
識
を
場
と
す
る
。

す
な
わ
ち
「
我
考
う
、
故
に
我
あ
り
」
（
５
）
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
思
惟
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
証
明
さ
れ
る
自
己
と
い
う
事
実
は
、
疑
う
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疑
う
者
そ
れ
自
身
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
自
己
自
身
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
で
、

最
も
無
限
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
存
在
と
思
惟
と
を
直
接
に
結
ぼ
う
と
す
る
。
思
惟
に

見
い
だ
さ
れ
る
存
在
の
み
が
真
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
誤
っ
た
結
論
あ
る
い
は
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
仮
定
と
し
て

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

二
上
田
の
デ
カ
ル
ト
批
判

的
な
自
己
の
基
礎
付
け
の
最
大
の
問
題
は
、
自
己
自
身
を
自
ら
の
基
礎
と
み
る
、
考
え
る
自
己
の
「
再
帰
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思
惟
に
よ
る
存
在
は
自
己
同
一
に
囚
わ
れ
て
い
る
が
故
に
、
知
性
の
領
域
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
自
己
は
、
「
我
考

う
、
故
に
我
あ
り
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
〈
我
考
う
、
故
に
我
あ
り
〉
と
我
考
う
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
十
・
八
七
頁
）
。
思
惟
は
そ
の
根
拠

を
思
惟
に
お
い
て
の
み
有
す
る
の
で
、
無
限
湖
行
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
思
惟
が
存
在
に
到
達
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
自

分
自
身
に
回
帰
す
る
転
回
の
「
旅
愁
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
自
己
自
身
を
考
え
よ
う
と
す
る
思
惟
は
、
「
真
理
を
見
出
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、

真
理
を
見
出
す
も
の
と
し
て
や
が
て
自
ら
を
真
理
そ
の
も
の
へ
と
高
め
て
ゆ
く
動
向
を
含
ん
で
い
る
」
（
十
・
八
七
頁
）
。

デ
カ
ル
ト
の
自
己
理
解
は
、
思
惟
す
る
自
己
が
思
惟
に
お
い
て
自
己
自
身
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
自
己
が
思
惟
に
お
い
て
自
ら
を
最
終
の
真
理
と
し
て
見
い
だ
し
、
自
己
意
織
に
お
い
て
自
ら
を
「
我
は
我
で
あ
る
故
に
我
あ
り
」
と

し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
己
の
自
己
意
識
が
全
く
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
自
閉

症
あ
る
い
は
自
己
陶
酔
と
い
う
状
態
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
密
閉
さ
れ
て
い
る
自
己
と
環
境
と
の
相
互
作
用
に
お
い
て
、
自
己
同
一
性
は
大
き
な
問
題
と
な
る
。
自
己
の
出
会
う
物
が

他
の
物
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
の
自
己
同
一
性
の
維
持
は
可
能
で
あ
る
。
自
己
で
な
い
も
の
と
し
て
自
己
と
対
立

性
」
（
十
・
八
四
頁
）
（
６
）
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
自
己
の
存
在
よ
り
も
、
自
己
自
身
を
意
識
す
る
思
惟
の
方
が
確
実
で

あ
る
。
「
思
惟
の
反
省
に
よ
っ
て
反
省
す
る
思
惟
の
確
実
性
が
見
出
さ
れ
、
そ
れ
と
連
動
し
て
反
省
す
る
思
惟
の
主
体
で
あ
る
〈
我
〉
（
〈
我

考
う
〉
）
の
存
在
が
〈
考
え
る
我
〉
に
と
っ
て
同
時
に
確
証
さ
れ
る
」
（
十
・
八
六
頁
）
。
し
か
し
、
こ
の
確
実
性
は
西
洋
の
形
而
上
学
に
お

い
て
の
み
最
高
潮
に
達
す
る
。
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
存
在
の
根
拠
を
も
ち
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
存
在

の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
哲
学
に
お
い
て
も
多
く
の
場
合
〈
神
〉
の
名
で
呼
ば
れ
た
絶
対
的
存
在
の
絶
対
性
が
、
人
間
主
体
の
側
に
転
移

い
て
の
み
最
高
潮
に
達
す
る
。

の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
濡

し
て
く
る
」
（
十
・
八
六
頁
）
。
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し
つ
つ
、
そ
の
他
の
物
は
対
象
で
あ
っ
て
、
自
己
は
自
己
自
身
を
、
物
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
存
在
の
中
心
軸
、
座
標

原
点
（
７
）
、
説
明
規
準
と
す
る
。
し
か
し
、
全
て
を
自
己
同
一
的
に
論
理
化
す
る
抽
象
が
こ
こ
で
止
ま
る
の
で
は
な
い
。
環
境
的
に
存
在
す

る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
が
自
己
自
身
を
対
象
と
し
て
見
て
し
ま
う
。
見
る
も
の
が
同
時
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト

的
な
自
己
の
根
拠
づ
け
は
内
在
的
自
己
矛
盾
に
気
が
付
か
な
い
。
故
に
、
現
実
は
外
面
世
界
と
内
面
世
界
と
に
分
け
ら
れ
て
い
て
も
、
自
己

は
ど
ち
ら
に
も
所
属
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
は
こ
の
二
つ
の
世
界
が
相
対
す
る
こ
と
に
お
い
て
絶
え
間
な
く
映
し
合
っ
て
い
る
。
デ

カ
ル
ト
の
自
己
は
本
質
的
に
分
裂
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
故
郷
な
き
も
の
で
あ
る
（
８
）
。

十
牛
図
に
は
、
注
釈
を
付
け
た
人
物
が
い
く
人
も
お
り
、
特
に
臨
済
宗
老
師
が
よ
く
提
唱
す
る
図
文
で
あ
る
。
上
田
は
、
こ
の
注
釈
者

の
う
ち
で
、
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
田
は
宗
教
的
実
践
に
お
け
る
実
存
的
出
来
事
を
宗
教
哲
学
の
範
畷
と
方
法
に
お

い
て
理
解
可
能
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
田
は
、
彼
自
身
の
信
念
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
図
と
文
に
お
い
て
表
現
さ

れ
る
真
実
が
説
明
不
可
で
あ
り
、
実
践
に
お
い
て
の
み
体
験
で
き
る
と
い
う
指
摘
を
徹
底
的
に
断
念
し
、
宗
教
学
と
哲
学
と
の
対
話
に
入
り
、

そ
の
相
互
批
判
の
可
能
性
を
開
こ
う
と
す
る
。
上
田
に
よ
れ
ば
、
十
牛
図
の
最
初
の
七
図
は
（
序
と
頌
を
所
々
無
視
す
れ
ば
）
全
て
の
宗
教

に
普
遍
的
な
探
求
過
程
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
第
八
・
第
九
・
第
十
図
の
連
関
は
大
乗
仏
教
の
概
念
体
系
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

ど
こ
ま
で
も
禅
の
実
践
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
上
田
は
、
禅
の
思
想
と
実
践
を
も
っ
て
十
牛
図
を
説
明
す
る

の
が
、
唯
一
の
徹
底
的
な
解
釈
で
あ
る
と
す
る
。

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
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の
現
象
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牛
を
探
す
こ
と
も
続
け
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
昔
の
無
明
へ
も
還
れ
な
い
と
い
う
、
全
く
解
決
で
き
な
い
、
逃
げ
道
の
な
い
二
律
背
反

と
い
う
状
況
の
中
で
、
第
二
の
「
見
跡
」
図
に
お
い
て
牧
子
は
牛
の
足
跡
を
偶
然
に
見
つ
け
る
。
こ
の
跡
、
そ
れ
は
「
お
経
と
か
、
教
え
と

か
説
法
と
か
、
言
葉
に
な
っ
た
真
理
」
（
六
・
二
四
頁
）
、
つ
ま
り
読
め
る
、
聞
こ
え
る
、
経
験
で
き
る
仏
の
遺
産
で
あ
る
。
牧
子
が
自
己
自

牧
子
の
探
す
牛
（
肌
）
は
覚
の
象
徴
で
あ
り
、
牧
子
は
「
本
来
の
自
己
」
と
し
て
の
自
分
自
身
を
探
し
て
い
る
。
混
乱
し
な
が
ら
も
何
か
奇

妙
な
感
じ
を
覚
え
て
い
る
。
し
か
も
、
自
分
の
存
在
の
窮
屈
と
欠
如
を
明
確
に
把
握
で
き
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
牧
子
は
自
分
自
身
の
力

（
そ
れ
は
自
力
）
に
絶
望
し
て
い
る
。
「
自
力
が
尽
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
の
道
の
初
め
に
あ
る
」
（
六
・
一
五
頁
）
。
第
一
図
に
お

い
て
は
、
牧
子
は
こ
の
絶
望
と
い
う
、
何
も
で
き
な
い
、
自
己
が
完
全
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
耐
え
抜
い
て
い
る
。
「
頌
日
。
忙
忙
と

し
て
草
を
擾
い
、
去
い
て
追
尋
す
。
水
閣
く
山
遙
か
に
し
て
、
路
更
に
深
し
。
力
尽
き
神
疲
れ
て
覚
む
る
処
無
し
。
但
だ
聞
く
楓
樹
に
晩
蝉

の
吟
ず
る
を
」
（
一
八
九
頁
）
。

第
一
の
「
尋
牛
」
に
お
け
る
若
者
は
牛
を
失
っ
た
牧
子
で
あ
り
、
明
ら
か
に
混
乱
し
て
い
る
。
「
序
」
は
そ
の
よ
う
な
象
徴
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
「
従
来
失
せ
ず
、
何
ぞ
追
尋
を
用
い
ん
。
背
覚
（
９
）
に
由
っ
て
以
て
疎
と
成
り
、
向
塵
に
在
っ
て
遂
に
失
す
」
（
一
八
八

頁
）
（
、
）
。
ゆ
え
に
、
十
牛
図
は
初
め
か
ら
東
洋
の
大
乗
仏
教
の
核
心
と
も
い
え
る
「
本
覚
」
思
想
を
場
と
す
る
よ
う
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
本
覚
思
想
を
背
景
と
す
る
な
ら
ば
、
悟
り
あ
る
い
は
覚
は
宗
教
的
実
践
の
進
歩
を
示
す
事
柄
で
は
な
く
、
ま
し
て
信
仰
な
ど
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
己
に
潜
在
し
て
い
る
覚
に
意
志
的
・
意
識
的
に
向
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
輪
廻
あ
る
い
は
生
死
と
い

う
凡
夫
の
世
界
は
単
に
覚
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
よ
り
も
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
傲
慢
で
あ
る
。
「
背
覚
向
塵
」
と
い
う
の
は
「
た
だ
目
が
覚

め
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
〈
目
覚
め
よ
う
と
し
な
い
〉
と
い
う
、
無
明
と
い
う
か
、
一
種
の
妄
執
み
た
い
な
も
の
と
結
び
つ
い
た
も

の
」
（
六
・
一
八
頁
）
で
あ
る
。
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身
を
諦
め
た
故
に
、
媒
介
さ
れ
た
現
実
、
「
〈
真
の
自
己
〉
の
足
跡
」
、
覚
の
「
求
め
て
い
る
者
自
身
の
内
に
押
さ
れ
て
い
る
足
跡
」
（
六
・
五

一
頁
）
と
し
て
の
お
経
の
教
え
と
老
師
の
言
葉
（
そ
れ
は
他
力
）
を
牧
子
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
の
レ
ベ
ル
で
、
世
界
と
自

己
と
の
現
実
性
が
理
解
さ
れ
る
。
十
二
因
縁
、
縁
起
、
無
我
、
業
、
輪
廻
、
三
毒
、
四
諦
、
八
正
道
な
ど
な
ど
の
概
念
は
こ
こ
に
属
す
る
。

牧
子
の
自
己
救
済
が
不
可
能
で
あ
り
、
自
分
自
身
で
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
で
牛
跡
を
見
つ
け

る
と
い
う
こ
と
が
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
「
水
辺
林
下
、
跡
偏
え
に
多
し
。
芳
草
は
離
披
た
り
、
見
た
る
や
」
（
一
九
七
頁
）
。

上
田
は
い
う
、
「
同
じ
水
が
〈
尋
牛
〉
で
は
愛
欲
の
河
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
〈
見
跡
〉
で
は
牛
の
飲
む
水
、
同
じ
草
が
〈
尋
牛
〉
で
は
煩

悩
の
草
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
〈
見
跡
〉
で
は
牛
の
食
む
〈
芳
草
〉
と
い
う
よ
う
に
質
を
変
え
て
い
る
」
（
六
・
四
一
頁
）
。
以
前
、
牧
子

は
二
種
の
無
気
味
な
暗
い
世
界
の
な
か
に
投
げ
出
さ
れ
」
（
吃
）
（
六
・
二
三
頁
）
る
よ
う
に
感
じ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
は
質
的
な
変
化
が

あ
る
。
牧
子
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
理
解
し
始
め
る
。
「
水
中
の
塩
味
、
色
裏
の
膠
青
」
（
第
三
図
序
、
二
○
四
頁
）
の
よ
う
な
普
遍
性
が
足

跡
を
通
し
て
予
感
さ
れ
る
。
覚
道
の
最
初
の
一
歩
は
苦
の
世
界
に
属
す
る
。
過
激
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
覚
は
初
め
か
ら
迷
に
基
づ
く
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
に
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
わ
れ
、
煩
悩
な
し
に
菩
提
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
認
織
が

こ
れ
以
降
知
性
の
抽
象
圏
を
脱
し
て
、
現
実
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
縦
是
深
山
の
更
に
深
き
処
な
る
も
、
遼
天
の
鼻
孔
、
悠
ぞ
他
を

第
三
の
「
見
牛
」
に
お
い
て
は
、
牧
子
は
す
で
に
知
性
で
捉
え
た
こ
と
を
体
験
し
会
得
で
き
る
。
仏
祖
の
教
え
に
従
い
、
足
を
組
ん
で

打
座
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
た
自
己
を
突
破
で
き
る
。
図
に
お
い
て
、
牧
子
は
牛
を
垣
間
見
る
。
し
か
し
、
牛
は
掴
ま
れ
な
い
よ

う
に
し
て
、
小
川
の
向
こ
う
側
か
ら
一
瞬
だ
け
顔
を
見
せ
再
び
低
木
に
入
り
込
む
。
あ
る
い
は
、
牧
子
に
追
い
掛
け
ら
れ
て
一
生
懸
命
逃
げ

よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
自
己
が
日
常
生
活
を
支
配
す
る
二
元
性
か
ら
離
れ
る
と
い
う
、
一
つ
の
突
破
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
二
図
に
お
い

蔵
さ
ん
」
（
一
九
七
頁
）
。

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
『
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

八
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段
々
と
牛
に
近
づ
い
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
第
四
図
の
「
得
牛
」
で
初
め
て
触
れ
あ
う
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
牛
は
全
く
順
応
し
よ

う
と
し
な
い
。
牧
子
が
牛
を
捕
ま
え
た
綱
は
、
二
人
の
敵
対
者
の
直
接
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
同
時
に
、
切
り
裂
く
よ
う
に
緊
張
し
た
綱

は
相
争
う
意
志
、
す
な
わ
ち
自
己
と
自
己
と
の
間
の
距
離
を
示
し
て
い
る
。
序
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
久
し
く
郊
外

に
埋
も
れ
て
、
今
日
渠
に
逢
う
。
境
の
勝
れ
た
る
に
由
っ
て
、
以
て
追
い
難
く
、
芳
叢
を
恋
い
て
巳
ま
ず
。
頑
心
は
尚
お
勇
み
、
野
性
は
猶

お
存
す
。
純
和
を
欲
得
せ
ば
、
必
ず
鞭
楚
を
加
え
よ
」
（
二
二
頁
）
。
見
性
の
場
で
あ
っ
た
身
体
と
、
自
己
自
身
の
本
心
・
本
性
を
見
る
自

覚
と
が
こ
こ
で
は
ま
だ
統
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
一
時
の
見
性
経
験
よ
り
も
、
そ
の
う
え
で
の
、
そ
の
後
の
行
の
道
こ
そ
が
真
の
自
己

へ
の
道
に
」
（
六
・
七
六
頁
）
な
る
。
瞬
間
的
経
験
を
行
住
坐
臥
の
生
活
に
受
け
入
れ
る
吸
収
過
程
は
「
行
の
相
続
」
（
六
・
八
五
頁
）
に
お

な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
壱
一

勤
の
場
合
に
は
そ
れ
は

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
で
あ
る
。

て
理
性
に
よ
っ
て
理
解
で
き
た
も
の
は
こ
こ
に
お
い
て
は
身
体
的
感
覚
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
る
。
縁
起
と
い
う
概
念
の
理
念
的
姿
は
消
え
、

「
非
常
に
具
体
的
な
感
覚
の
レ
ベ
ル
ま
で
、
全
身
で
そ
う
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
」
（
六
・
五
三
頁
）
。
「
万
物
と
一
体
」
（
囮
）
と
い
う
事
実

を
体
得
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
題
の
「
見
牛
」
（
Ｍ
）
は
「
あ
た
か
も
～
の
よ
う
な
」
と
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ

自
己
が
自
己
自
身
を
初
め
て
見
て
き
た
見
性
と
い
う
出
来
事
が
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
な
、
心
と
身
と
の
葛
藤
を
徹
底
し
て
解
決
さ
れ
る
直
接

こ
の
よ
う
な
具
体
性
と
直
接
性
は
禅
の
語
録
に
も
見
ら
れ
る
。
見
性
は
確
か
に
深
い
坐
禅
の
修
養
に
拠
る
の
で
は
あ
る
が
、
現
象
と
し

て
日
常
的
な
感
覚
に
お
い
て
も
具
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
聞
声
悟
道
、
見
色
明
心
」
と
い
う
禅
語
に
お
い
て
も
明
確
に

な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
仏
の
最
初
の
悟
り
は
宵
の
明
星
が
見
え
る
こ
と
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
唐
代
の
雲
水
、
霊
雲
志

勤
の
場
合
に
は
そ
れ
は
「
霊
雲
見
桃
明
心
」
（
脳
）
と
い
う
出
来
事
で
あ
り
、
ま
た
無
門
関
を
著
し
た
無
門
慧
開
の
場
合
に
は
太
鼓
の
音
で
あ
っ
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な
く
て
、
自
分
と
自
分
が
一

（
六
・
一
一
九
頁
）
る
（
Ⅳ
）
。

い
て
実
現
さ
れ
る
。
第
三
図
か
ら
第
六
図
ま
で
、
牛
と
牧
子
の
距
離
は
し
だ
い
に
縮
ま
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
「
新
し
い
段
階
と
い
う
の
で

は
な
く
て
、
［
中
略
］
実
際
の
経
験
の
う
え
で
の
醇
熟
の
程
度
の
問
題
」
（
六
・
一
○
三
頁
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
実
践
を
よ
り
一
層

日
常
生
活
の
内
に
統
合
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
五
の
「
牧
牛
」
に
お
い
て
は
、
葛
藤
あ
る
い
は
相
克
は
少
し
も
な
い
。
二
人
の
主
役
が
同
じ
方
向
に
進
ん
で
、
同
じ
意
志
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
頌
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
相
い
将
い
て
牧
得
す
れ
ば
純
和
せ
り
。
覇
鎖
拘
す
る
こ
と
無
き
も
自
ら
人
を
遂

う
」
（
二
一
八
頁
）
。
綱
は
緩
み
役
に
立
た
な
い
も
の
と
な
り
、
十
牛
図
は
「
〈
得
牛
〉
の
力
か
ら
〈
牧
牛
〉
の
〈
純
和
〉
へ
」
（
六
・
八
五
頁
）

と
至
る
。
こ
の
図
は
、
「
〈
見
牛
〉
や
〈
得
牛
〉
の
よ
う
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
は
な
く
、
む
し
ろ
地
味
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
〈
行
の
相
続
〉

に
お
け
る
ま
さ
に
相
続
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
示
し
て
」
（
六
・
一
○
四
頁
）
い
る
。

第
六
の
「
騎
牛
帰
家
」
（
肥
）
に
お
い
て
は
、
無
頓
着
に
放
心
し
て
牛
に
乗
る
牧
子
が
牛
を
完
全
に
飼
い
馴
ら
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
。
序

は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
干
戈
巳
に
罷
み
、
得
失
還
た
空
ず
」
（
二
二
四
頁
）
。
一
つ
の
調
和
の
境
位
が
み
え
る
。
「
人
と
牛
の
統
一
が
緊
張
で

あ
っ
た
〈
得
牛
〉
か
ら
、
統
一
が
純
熟
し
て
く
る
に
つ
れ
、
次
第
に
緊
張
が
解
け
て
、
そ
れ
だ
け
統
一
が
和
や
か
な
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
」

（
六
・
三
四
頁
）
く
る
。
牧
子
に
反
抗
し
た
牛
の
野
性
は
変
形
し
て
、
そ
れ
が
歌
の
根
源
的
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

こ
こ
で
初
め
て
場
所
の
性
格
が
顕
に
な
る
。
「
そ
の
よ
う
に
自
分
と
自
分
と
が
調
和
し
て
く
る
と
、
単
に
自
己
内
調
和
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
て
、
自
分
と
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
、
人
間
（
人
と
人
と
の
間
）
や
世
界
や
天
地
宇
宙
と
の
根
本
的
調
和
も
同
時
に
感
じ
ら
れ
」

第
七
の
「
忘
牛
存
人
」
（
あ
る
い
は
「
到
家
忘
牛
」
）
は
こ
の
意
味
で
第
六
と
連
続
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
探
求
の
目
的
で
あ
り
、
牧
子

の
相
手
で
あ
っ
た
牛
が
跡
形
な
く
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
肥
）
。
探
求
を
完
成
し
た
後
に
お
い
て
は
、
「
探
し
求
め
る
と
い
う
こ
と
」

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

九
一



や
「
探
し
求
め
て
い
る
も
の
」
、
つ
ま
り
牛
の
こ
と
は
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
忘
牛
と
い
う
こ
と
は
第
一
の
失
牛
と
は
全
く

異
な
っ
て
い
る
。
第
一
図
で
は
牛
は
た
だ
単
に
見
失
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
第
七
図
で
は
牛
は
、
も
は
や
牧
子
か
ら
分
離
し
た
存

在
で
は
な
い
。
し
か
し
、
単
に
牧
子
の
中
に
入
り
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、
牛
は
牧
子
に
お
い
て
顕
現
し
た
真
人
（
ま
だ
臨
済
の
「
無
位
真
人
」

で
は
な
い
が
）
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

序
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
法
に
二
法
無
し
、
牛
を
且
く
宗
と
為
す
。
蹄
兎
の
異
名
に
瞼
え
、
筌
魚
の
差
別
を
顕

わ
す
（
卿
）
。
金
の
鉱
よ
り
出
づ
る
が
如
く
、
月
の
雲
を
離
る
る
に
似
た
り
」
（
二
三
二
頁
）
。
こ
の
文
（
第
一
図
の
最
初
の
否
定
を
思
い
出
そ

う
）
は
、
こ
こ
ま
で
の
十
牛
図
の
有
意
義
性
に
ま
た
疑
問
符
を
つ
け
る
。
最
初
の
牧
子
の
歪
め
ら
れ
た
現
実
に
対
し
て
、
牛
は
真
の
現
実
を

象
徴
し
た
と
思
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
現
実
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。
こ
の
現
実
が
最
後
の
三
図
の
課
題
と
な
る
。

「
騎
牛
帰
家
」
に
お
け
る
牧
子
の
環
境
は
（
そ
れ
は
自
己
の
場
所
で
あ
る
が
）
対
象
と
し
て
牧
子
を
囲
む
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

「
帰
家
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
で
自
己
は
場
所
に
於
い
て
、
そ
し
て
場
所
に
よ
っ
て
（
上
田
は
こ
の
こ
と
を
単
に
「
場
所
に
」
と
い
う
）
開

か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
ほ
ん
と
う
に
一
つ
に
な
っ
て
牛
が
人
の
な
か
に
す
っ
か
り
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
仕
方
で
、
牛
の
姿
が
消
え

て
、
〈
存
人
〉
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
〈
家
山
〉
、
家
郷
に
お
る
と
い
う
こ
と
」
（
六
・
一
三
九
頁
）
で
あ
る
。
自
己
が
自
閉
性
と
し
て
見
出
し

て
き
た
個
体
的
自
主
性
か
ら
脱
し
て
、
「
世
界
内
存
在
」
へ
入
る
。

こ
こ
に
一
つ
の
問
い
が
生
じ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
十
牛
図
（
こ
の
場
合
は
七
牛
図
に
な
る
が
）
は
完
成
す
る
の
で
は
な
い
か
。
牧
子
の

存
在
は
満
た
さ
れ
た
現
実
で
は
な
い
の
か
ｌ
「
何
ぞ
相
続
を
用
い
ん
」
。
し
か
し
上
田
に
よ
る
と
、
最
も
大
き
い
危
険
が
こ
こ
に
潜
ん
で

い
る
。
こ
こ
で
満
足
し
て
し
ま
う
と
、
ま
た
執
着
と
欲
求
と
無
明
に
な
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
こ
こ
に
は
こ
の
こ
で
は
な
く
、
「
二
の
一
」
（
牛
と
牧
子
の
統
一
）
が
あ
り
、
覚
し
た
自
己
が
未
だ
自
ら
の
覚
を
欲
し
て
い
る

日
本
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そ
れ
ゆ
え
に
序
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
凡
情
脱
落
し
、
聖
意
皆
な
空
ず
（
狸
で
有
仏
の
処
、
遼
遊
す
る
こ
と
を
用
い
ず
（
”
）
、
無
仏
の
処
、

急
に
須
く
走
過
す
べ
し
（
鋼
）
。
両
頭
に
著
ら
ざ
れ
ば
、
千
眼
も
窺
い
難
し
」
（
二
三
九
頁
）
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
忘
牛
存
人
」
で
牛

と
牧
子
の
葛
藤
が
解
決
し
た
と
す
る
な
ら
、
「
人
牛
倶
忘
」
す
な
わ
ち
「
空
」
に
お
い
て
は
、
一
切
の
二
元
性
が
絶
え
、
無
明
と
覚
、
主
観

と
対
象
、
自
己
と
世
界
な
ど
と
い
っ
た
差
異
が
克
服
さ
れ
て
い
る
。
全
て
の
事
物
が
一
つ
の
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
、
世
界
は
割
れ
（
我
）

の
な
い
唯
一
の
存
在
そ
の
も
の
に
な
る
。
有
と
無
を
含
む
絶
対
無
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
空
と
い
う
の
は
存
在
を
拒
否
す
る
破
滅
的
な
も
の
と
は
全
く
違
う
。
そ
れ
は
消
極
的
な
宿
命
論
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
引
き
起
こ

「
人
牛
倶
忘
」
の
第
八
図
は
正
に
こ
の
脱
落
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
行
の
相
続
に
よ
っ
て
無
明
が
断
絶
さ
れ
、
覚
へ
入
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
。
第
七
図
に
お
い
て
は
無
明
は
存
在
し
な
い
が
、
世
界
全
体
を
覚
の
験
と
認
め
る
牧
子
が
存
在
す
る
。
し
か
し
第
八
図

で
は
、
「
消
え
て
い
る
と
い
う
の
は
牛
が
消
え
た
の
み
な
ら
ず
、
牛
が
そ
の
人
の
な
か
に
入
っ
て
ほ
ん
と
う
の
自
己
に
な
っ
た
、
そ
の
人
も

消
え
、
ほ
ん
と
う
の
自
己
の
場
所
と
し
て
の
家
郷
、
そ
こ
で
の
お
月
さ
ま
、
真
如
の
月
、
月
に
対
す
る
人
間
の
関
わ
り
、
そ
の
一
切
が
消
え

て
、
全
く
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
空
な
る
円
相
の
み
」
（
六
・
一
四
八
頁
）
が
あ
る
。
上
田
の
用
語
で
表
す
と
、
す
べ
て
が
「
空
円
相
」
（
訓
）
に

て
、
全
く
何
も
描
か
物

お
い
て
消
え
て
い
く
。

か
ら
で
あ
る
。
本
当
の
自
由
（
浬
桑
（
麺
）
）
は
、
覚
か
ら
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
禅
の
「
脱
落
」
、
「
解
脱
」
あ

る
い
は
「
脱
却
」
で
あ
り
、
上
田
が
「
飛
躍
的
転
換
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

四
十
牛
図
第
八
図
か
ら
第
十
図
ま
で
ｌ
絶
対
無
、
自
然
、
人
間
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し
か
し
こ
こ
で
打
ち
切
っ
て
第
八
図
を
十
牛
図
の
終
わ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
十
牛
図
は
一
切
を
虚
無
主
義
へ
注
ぎ
込
む
こ
と
に
な
り
、
包

括
的
無
意
味
性
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
全
て
が
無
我
（
無
実
体
性
）
で
あ
る
こ
と
を
会
得
し
よ
う
と
し
た
修
行
は
最
後
の
最
後
に
虚

無
の
理
念
（
消
極
的
実
体
）
へ
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
禅
の
立
場
は
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
。
禅
は
、
無
実
体
性
で

あ
っ
て
も
無
意
味
性
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
こ
に
は
空
に
お
い
て
満
た
さ
れ
た
有
そ
の
も
の
が
あ
る
。

（
一
七
八
次
頁
）
。

か
っ
て
く
る
（
酒
）
。

そ
れ
故
、
第
八
図
は
こ
れ
ま
で
の
労
苦
を
伴
っ
た
発
展
、
す
な
わ
ち
第
七
図
で
最
終
的
に
到
達
し
た
人
牛
一
如
の
境
位
を
絶
対
的
に
否

定
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
、
単
に
表
面
的
に
十
牛
図
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
本
来
失
せ
ず
、
何
ぞ
追
尋
を
用
い

ん
」
と
い
う
問
い
と
と
も
に
十
牛
図
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
否
定
と
も
、
内
在
的
超
越
と
も
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
十
牛
図
全
体
の
序
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
初
め
尋
牛
よ
り
、
終
に
入
騨
に
至
る

ま
で
、
強
い
て
波
潤
を
起
こ
し
、
横
に
頭
角
を
生
ず
。
尚
お
心
と
し
て
覚
む
く
き
無
し
、
何
ぞ
牛
と
し
て
尋
ぬ
ぺ
き
あ
ら
ん
。
入
郷
に
至
る

に
箔
ん
で
は
、
是
れ
何
の
魔
魅
ぞ
。
況
ん
や
是
れ
、
祖
禰
了
せ
ざ
れ
ば
、
狭
は
兒
孫
に
及
ぶ
を
や
。
荒
唐
を
撲
ら
ず
、
試
み
に
提
唱
を
為
す
」

（
一
七
八
次
頁
）
。
結
局
、
菩
薩
道
は
ま
だ
凡
夫
の
世
界
に
属
し
て
お
り
、
真
の
自
己
の
探
求
は
時
間
の
無
駄
や
愚
鈍
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

遠
く
離
れ
た
、
単
垂

「
無
限
界
」
あ
る
い

開
く
こ
と
に
な
る
。

す
も
の
で
は
な
い
。
拒
否
さ
れ
る
の
は
有
と
無
と
の
二
元
的
な
相
互
反
抗
で
あ
る
。
こ
の
空
は
、
全
て
の
矛
盾
を
止
場
せ
ず
に
包
み
込
む
。

「
た
だ
何
も
な
い
無
で
は
な
く
、
能
動
的
無
（
久
松
真
一
）
で
あ
る
」
（
六
・
二
三
五
頁
）
。
無
明
と
覚
、
凡
夫
と
仏
は
こ
こ
で
は
現
実
か
ら

遠
く
離
れ
た
、
単
な
る
区
別
す
る
意
識
が
有
す
る
概
念
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
現
実
そ
の
も
の
が
見
え
て
く
る
。
上
田
の

「
無
限
界
」
あ
る
い
は
「
限
り
な
い
開
け
」
は
こ
こ
に
、
「
非
連
続
的
飛
躍
的
に
開
か
れ
る
〈
格
外
超
脱
〉
の
境
位
」
（
六
・
一
五
八
頁
）
を
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こ
の
こ
と
は
、
十
牛
図
の
全
体
が
こ
の
第
八
図
に
お
い
て
初
め
て
見
え
て
く
る
空
円
相
と
い
う
枠
組
み
を
場
と
す
る
こ
と
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
牧
子
と
牛
と
景
色
、
探
求
の
場
所
と
過
程
、
無
明
と
覚
、
日
常
と
宗
教
的
実
践
と
飛
躍
的
転
換
が
こ
の
空
に
お
い
て
発
生
す
る
。

有
は
そ
れ
自
身
自
立
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
全
体
と
の
連
関
に
お
い
て
の
み
存
立
す
る
も
の
で
あ
る

が
故
に
、
有
の
全
体
は
空
の
能
動
的
無
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
。
上
田
の
解
釈
で
は
、
最
後
の
三
図
へ
の
飛
躍
で
十
牛
図
の
向
上
は

究
極
の
境
位
に
達
す
る
。
こ
の
第
八
、
第
九
、
第
十
は
も
は
や
進
歩
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
真
の
自
己
の
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト

を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
表
裏
転
換
」
（
六
・
一
六
七
頁
）
の
よ
う
に
相
繋
が
っ
て
い
る
。

真
の
自
己
が
も
の
の
虚
無
性
と
無
常
性
に
単
に
受
動
的
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
覚
と
い
う
過
程
を
経
て
煩
悩
の
重
さ
も
菩
提
の
重

さ
も
捨
て
、
絶
対
自
由
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
由
に
よ
っ
て
、
自
己
が
自
在
に
「
人
牛
具
忘
」
で
示
さ
れ
た
無
へ
沈
ん
で
い
く
こ
と

も
で
き
、
有
へ
飛
び
込
む
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
は
「
返
本
還
源
」
（
麺
）
と
い
う
第
九
図
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
絶
対
無
に
よ
る
「
大
死
」
か

ら
蘇
る
あ
る
い
は
復
活
す
る
よ
う
に
、
空
円
相
に
包
ま
れ
た
世
界
は
無
の
場
所
に
お
い
て
「
如
是
」
で
あ
る
。
序
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
「
水
は
緑
に
山
は
青
う
し
て
、
坐
ら
に
成
敗
を
観
る
」
三
四
七
頁
）
。
ま
た
は
、
頌
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
水
は
自
ら
荘
荘
、
花
は
自

ら
紅
な
り
」
（
二
四
七
頁
）
（
”
）
。
ま
た
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
青
原
惟
信
の
次
の
よ
う
な
詩
も
我
々
の
興
味
を
引
く
。

「
こ
の
老
僧
、
三
十
年
前
未
だ
参
弾
せ
ざ
る
時
、
山
を
見
、
是
れ
山
な
り
、
水
を
見
、
是
れ
水
な
り
。
及
び
至
り
後
來
し
て
、
知
識

を
親
見
し
て
、
箇
の
入
る
虚
が
有
り
。
山
を
見
、
是
れ
山
に
あ
ら
ず
、
水
を
見
、
是
れ
水
に
あ
ら
ず
。
而
し
て
今
、
箇
の
休
歌
の
虚

を
得
、
前
依
り
山
を
見
、
是
れ
た
だ
山
な
り
、
水
を
見
、
是
れ
た
だ
水
な
り
」
（
五
燈
會
元
十
七
巻
）
。

つ
ま
り
、
第
八
図
は
自
己
否
定
、
す
な
わ
ち
非
自
己
を
示
す
の
に
対
し
て
、
第
九
図
は
変
化
し
た
真
の
自
己
の
自
己
肯
定
、
即
ち
自
己

そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
自
己
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
閉
じ
ら
れ
た
自
我
で
は
な
く
、
自
己
の
場
所
を
自
己
の
う
ち
に

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕
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「
自
然
」
そ
の
も
の
は
空
の
よ
う
に
絶
対
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
返
本
還
源
」
と
い
う
題
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

桜
の
花
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
自
ら
咲
き
、
水
は
工
夫
と
努
力
な
し
に
谷
へ
流
れ
て
行
く
。
そ
の
現
実
性
は
い
つ
も
目
の
前
に
あ
っ
た
の
に
、

牧
子
は
最
初
の
七
図
の
回
り
道
を
経
て
、
初
め
て
当
た
り
前
の
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実

践
の
向
上
と
か
、
進
歩
な
ど
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
十
牛
図
に
は
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
修
行
は
本
来
は
必
要
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
十
牛
図
の
プ
ロ
セ
ス
は
最
後
に
は
笑
う
べ
き
無
駄
で
あ
り
、
「
遊
化
行
」
（
六
・
一
七
三
頁
）
で
あ
っ
た
。

第
十
図
「
入
郷
垂
手
」
の
「
垂
手
」
は
こ
の
よ
う
な
不
要
性
・
不
用
性
、
す
な
わ
ち
自
由
を
表
し
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
仏
教
で

は
手
を
垂
ら
す
と
い
う
こ
と
は
覚
者
の
慈
悲
と
恩
餌
の
象
徴
で
あ
り
、
優
れ
た
境
地
か
ら
衆
生
を
救
済
す
る
よ
う
に
法
施
と
無
畏
施
を
施
す

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
特
に
中
国
文
化
に
お
い
て
手
を
使
わ
な
い
こ
と
は
意
図
的
で
な
い
遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

こ
の
無
目
的
さ
が
第
十
図
の
本
当
の
題
で
あ
ろ
う
。
全
て
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
現
実
に
お
い
て
、
働
く
主
体
と
働
き
の
目
的
と
を
意

受
け
入
れ
る
無
限
界
に
開
か
れ
た
自
己
を
意
味
す
る
。
空
の
自
己
否
定
性
を
去
ら
ず
に
、
空
の
一
部
で
あ
る
有
の
充
満
が
実
現
さ
れ
る
。
上

田
は
「
否
定
即
肯
定
」
（
狸
）
と
い
う
。
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
あ
る
い
は
「
非
我
即
我
」
と
い
う
表
現
で
こ
の
空
と
世
界
の
相
互
融
合
を
捉

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
否
定
即
肯
定
」
と
「
非
我
即
我
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、
真
の
自
己
は
無
と
有
を
具
体
化
す
る
自
覚
と
し
て
「
即
」

に
当
た
り
、
「
〈
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
〉
を
そ
の
〈
自
己
な
ら
ざ
る
〉
無
我
性
に
お
い
て
非
対
象
的
な
仕
方
で
具
現
し
て
い
る
」
（
六
・
二
三

、
、
、
、
、
、

七
頁
）
。
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
が
自
己
で
な
い
と
こ
ろ
で
、
す
な
わ
ち
桜
の
木
と
水
の
流
れ
の
自
然
（
”
）
（
自
ず
か
ら
然
る
こ
と
）
に
お

い
て
具
体
的
な
姿
を
現
す
よ
う
な
自
己
で
あ
る
。
上
田
が
何
度
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
こ
れ
は
、
決
し
て
何
か
対
象
的
自
然
、
あ
る
い
は

外
的
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
内
的
な
心
象
風
景
の
よ
う
な
も
の
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
も
」

（
六
・
一
八
三
頁
）
な
い
。
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識
し
な
い
行
為
、
そ
う
い
う
行
為
の
み
が
現
実
に
相
応
し
て
い
る
。
少
し
で
も
働
き
の
目
的
を
認
め
る
瞬
間
、
現
実
の
無
差
別
的
な
一
致
に

お
い
て
切
れ
目
が
出
て
、
無
限
界
が
閉
じ
始
め
る
。

世
界
か
ら
見
る
無
目
的
行
為
は
「
自
然
」
あ
る
い
は
「
如
是
」
で
あ
っ
て
、
行
為
主
体
か
ら
見
る
と
悠
長
に
気
楽
な
「
遊
戯
」
と
「
遊

化
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
行
為
と
い
う
言
葉
は
適
当
で
な
い
（
む
し
ろ
出
来
事
と
い
う
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
主
体
と
い
う

言
葉
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
ろ
う
。

第
十
図
で
は
日
常
の
出
会
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
無
明
の
自
己
と
無
明
の
他
己
の
仮
の
出
会
い
で
は
決
し
て
な
い
。
確

、
、

か
に
、
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
、
即
ち
「
他
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
は
煩
悩
の
自
己
と
見
紛
う
ば
か
り
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、

無
底
に
拠
る
自
己
が
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
、
即
ち
「
自
己
な
ら
ざ
る
他
己
」
と
出
会
う
。
無
限
界
に
開
か
れ
た
自
己
が
そ
の
ま
ま
、
非

我
が
自
ら
を
我
と
共
に
他
に
お
い
て
具
体
化
し
て
い
く
よ
う
な
本
当
の
出
会
い
の
場
所
に
な
る
。
上
田
は
そ
れ
を
西
田
の
言
葉
を
借
り
な
が

ら
「
私
と
汝
と
い
う
自
覚
」
（
六
・
一
八
五
頁
）
と
よ
ぶ
。
真
の
自
己
と
は
、
日
常
の
生
活
に
お
け
る
自
と
他
と
の
「
人
・
間
」
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
遊
化
的
出
会
い
に
お
い
て
は
、
覚
者
が
他
己
に
対
し
て
昔
の
自
己
の
姿
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
姿
は
こ
れ
ま
で
と
は

ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
序
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
瓢
を
提
げ
て
市
に
入
り
、
杖
を
策
い
て
家
に
還
る
。

酒
蝉
魚
行
、
化
し
て
成
仏
せ
し
む
」
（
二
五
六
頁
）
。
牧
子
は
そ
の
自
己
転
換
以
前
に
も
魚
屋
や
居
酒
屋
に
出
入
り
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
に
お
い
て
は
、
牧
子
は
自
分
の
根
拠
で
あ
る
空
の
無
底
と
常
に
触
れ
合
っ
て
い
る
。
空
・
自
然
・
遊
化
と
い
う
「
真
の
自
己
の
三
位
一

体
」
の
相
互
円
融
に
お
い
て
自
己
の
形
相
の
活
き
活
き
と
し
た
変
転
が
あ
る
。

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
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象
学
ｌ
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十
牛
図
の
第
八
の
題
は
空
あ
る
い
は
絶
対
無
で
あ
る
が
、
上
田
は
よ
く
「
虚
空
」
と
い
う
。
そ
の
虚
空
は
一
体
如
何
な
る
性
質
を
持
つ

の
か
。
こ
の
問
い
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
話
で
見
て
み
よ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
で
の
就
任
講
義
と
し
て
一
九
二
九
年
に
発
表
さ
れ
た
「
形
而
上
学
と
は
何
で
あ
る
か
」
（
”
）
で
は
、

無
の
問
題
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
無
を
問
題
す
る
と
き
、
自
然
に
「
無
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
と
な
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
欠
点

を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
「
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
無
を
存
在
者
と
し
て
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
無
は
、
有
る

も
の
の
一
切
を
否
定
す
る
こ
と
」
（
「
形
而
上
学
」
一
二
八
頁
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
権
威
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ

の
場
合
に
は
、
無
が
否
定
に
従
属
す
る
も
の
と
な
り
、
「
悟
性
の
或
る
一
つ
の
種
別
的
に
固
有
な
働
き
で
あ
る
」
（
「
形
而
上
学
」
一
二
八
頁
）

否
定
よ
り
も
下
位
の
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
不
安
の
根
本
経
験
に
お
い
て
無
に
復
位
を
与
え
る
。

不
安
に
お
い
て
、
有
る
も
の
の
全
体
は
滑
り
落
ち
無
に
譲
り
渡
さ
れ
る
。
無
は
逆
に
、
自
ら
を
取
り
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
に
有

る
も
の
の
全
体
と
出
会
う
可
能
性
を
与
え
る
。
無
は
、
現
存
在
を
世
界
内
存
在
と
し
て
の
基
本
的
内
在
的
可
能
性
へ
と
導
く
。
無
は
有
と
存

在
者
と
の
関
係
に
お
い
て
不
可
欠
の
媒
介
者
で
あ
り
、
存
在
論
的
差
異
の
暗
号
で
あ
る
。

「
無
は
、
有
る
も
の
に
対
す
る
反
対
概
念
を
最
初
に
交
附
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
有
そ
れ
自
身
の
本
質
に
根
源
的
に
属
し
て
い
る
。

有
る
も
の
の
有
に
於
い
て
、
無
は
無
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
生
起
す
る
」
（
「
形
而
上
学
」
一
三
九
頁
）
。
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こ
の
よ
う
な
無
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
有
る
も
の
一
般
の
開
示
性
を
先
行
的
に
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
根
源
的
に
無

に
す
る
無
の
本
質
は
次
の
こ
と
に
存
す
る
、
す
な
わ
ち
、
無
は
現
ｌ
有
を
初
め
て
、
有
る
も
の
と
し
て
の
有
る
も
の
の
前
へ
蔚
す
」
（
「
形
而

上
学
」
一
三
八
頁
）
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
は
「
己
。
冨
昌
呂
誘
」
と
同
義
に
な
る
が
、
こ
の
「
己
。
言
」
は
「
毛
①
、
ｇ
」
と
同
じ
よ
う

に
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
無
は
そ
の
本
質
的
働
き
に
お
い
て
有
と
等
し
い
。

無
の
自
ら
の
取
り
消
し
は
存
在
す
る
も
の
の
全
体
に
と
っ
て
の
場
と
な
り
、
無
と
存
在
と
の
二
重
運
動
は
有
そ
の
も
の
で
あ
る
。
取
り

消
し
に
お
け
る
無
の
「
拒
斥
し
つ
つ
附
託
す
る
と
い
う
」
（
「
形
而
上
学
」
一
三
七
頁
）
こ
と
は
現
存
在
の
「
明
開
」
（
匡
呂
冒
属
）
に
他
な

ら
な
い
。
取
り
消
す
「
無
の
内
へ
現
有
が
投
げ
込
ま
れ
て
保
た
れ
て
い
る
こ
と
」
（
「
形
而
上
学
」
一
四
三
頁
）
に
よ
っ
て
、
人
間
が
現
存
在

の
本
質
的
可
能
性
と
し
て
も
の
と
世
界
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

上
田
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
無
の
分
析
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
依
拠
し
て
い
る
の
は
主
に
「
明
開
」
を
開
く
無
と
脱
自
的
現
存
在
と
の

二
重
運
動
で
あ
る
。
上
田
に
よ
る
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
二
重
世
界
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
。
一
方
に
お
い
て
、
存
在
を
暴
露
さ
せ
る

無
と
無
の
取
り
消
し
で
暴
露
さ
れ
る
存
在
が
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
の
全
体
が
滑
り
落
ち
る
こ
と
に
よ
り
、
空
虚
化
し
た
無

限
界
が
開
く
。
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
二
重
世
界
が
上
田
の
「
二
重
世
界
内
存
在
」
に
対
し
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
上
田
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
を
疑
惑
の
目
で
も
見
る
。
「
超
越
論
的
と
い
う
性
格
が
や
は
り
保
持
さ
れ
て
い
た
基
礎
存
在
論

［
即
ち
『
存
在
と
時
間
』
と
い
う
著
作
］
、
な
い
し
〈
存
在
す
る
も
の
全
体
〉
の
故
に
無
を
問
う
形
而
上
学
［
即
ち
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」

と
い
う
論
文
］
は
、
存
在
と
無
の
相
属
そ
の
も
の
を
未
だ
思
索
の
事
柄
と
な
し
え
な
か
っ
た
」
（
九
・
四
四
頁
）
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
忘
却
を
主
題
と
し
た
が
、
無
の
忘
却
に
つ
い
て
は
そ
の
晩
年
に
お
い
て
初
め
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
不
安
が
初
め
て
無
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
不
安
と
い
う
仕
方
で
開
示
さ
れ
た
無
が
無
の
根
源
相
な
の
で
は
な
い
。
［
中
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略
］
無
の
顕
れ
が
不
安
な
ら
し
め
る
の
は
、
無
の
故
で
は
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
無
を
忘
れ
て
い
た
が
故
な
の
で
あ
っ
て
、
し
た

が
っ
て
、
無
を
開
示
し
た
不
安
は
さ
ら
に
無
へ
の
関
わ
り
の
根
本
転
換
を
要
求
し
て
い
る
」
（
九
・
三
七
頁
）
。

こ
の
根
本
転
換
は
、
「
放
下
し
た
平
常
心
」
（
。
⑱
冨
駕
呂
昌
の
上
田
訳
、
九
・
四
一
頁
）
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
放
下
し
た
平
常
心
は
、

「
自
己
自
身
の
実
存
が
全
体
と
し
て
現
有
の
も
つ
諸
々
の
根
本
可
能
性
の
内
へ
、
或
る
独
特
な
仕
方
で
飛
び
込
む
こ
と
」
と
し
て
、
「
無
の
内

へ
自
己
を
釈
き
放
つ
こ
と
」
（
「
形
而
上
学
」
一
四
九
頁
）
と
し
て
、
無
へ
の
道
を
よ
り
根
源
的
に
開
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
無
へ
飛

び
込
む
こ
と
に
お
い
て
、
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
死
へ
の
存
在
」
は
死
に
う
る
「
死
を
能
く
し
う
る
者
」
へ
と
変
形
す
る
。
そ
れ
と
同

時
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
全
体
的
意
味
連
関
と
し
て
の
世
界
は
、
人
間
が
そ
の
優
位
性
を
放
棄
し
、
そ
の
位
置
を
一
部
に
お
い
て
し
か
占

め
る
に
す
ぎ
な
い
「
四
方
界
」
含
厨
Ｑ
２
蔚
再
）
へ
と
変
形
す
る
（
九
・
四
一
頁
を
参
照
せ
よ
）
。

『
存
在
と
時
間
』
と
「
形
而
上
学
」
の
世
界
も
、
四
方
界
も
無
に
依
存
す
る
。
前
者
は
世
界
を
開
く
契
機
と
し
て
の
無
に
応
じ
る
不
安
、

後
者
は
「
無
の
社
と
し
て
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
現
成
を
秘
蔵
す
る
」
死
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
無
へ
の
関
わ
り
方
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
故
に
上
田
は
、
「
同
じ
無
で
は
な
い
」
（
九
・
四
七
頁
）
と
言
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
上
田
は
意
識
的
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
通
時
的
な
解
釈

を
試
み
る
。
「
世
界
の
真
実
相
」
（
九
・
二
八
頁
）
、
こ
の
真
な
る
世
界
を
、
二
重
世
界
と
呼
び
、
そ
の
内
に
有
る
も
の
を
二
重
世
界
内
存
在

で
あ
る
と
言
う
。
「
最
終
的
に
は
世
界
／
虚
空
と
い
う
見
え
な
い
二
重
世
界
が
主
体
の
真
の
場
所
」
（
九
・
一
四
九
頁
）
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
実
存
思
想
が
道
標
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
世
界
の
二
重
構
造
が
見
出
さ
れ
る
の

は
、
偶
然
の
発
見
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
の
分
析
に
よ
る
。
「
世
界
と
い
う
事
象
そ
の
も
の
が
そ
の
根
本
構
造
に
お
い
て
二
重
性
を
な

、
℃
、
、

し
て
い
る
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
も
そ
う
な
っ
て
い
る
」
（
九
・
五
一
頁
）
。
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上
田
は
こ
の
否
定
面
の
意
義
を
徹
底
し
て
主
張
す
る
。
否
定
と
い
う
構
造
的
契
機
が
否
定
自
身
か
ら
成
る
非
我
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
脱
自
は
必
ず
還
自
を
伴
い
、
自
己
否
定
は
絶
対
否
定
性
の
一
部
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
絶
対
否
定
と
い
う

の
は
、
「
相
互
関
係
を
す
る
二
重
方
向
性
に
お
け
る
純
粋
運
動
、
す
な
わ
ち
（
イ
）
肯
定
へ
転
換
す
る
こ
と
の
な
い
、
否
定
を
更
に
拒
否
す

る
よ
う
な
、
遥
か
に
限
り
な
い
開
け
へ
の
否
定
の
否
定
、
そ
し
て
（
ロ
）
媒
介
の
足
跡
の
一
つ
も
な
く
肯
定
へ
回
帰
す
る
よ
う
な
否
定
の
否

定
」
（
釦
）
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
無
と
否
定
の
分
析
は
、
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
否
定
と
い
う
の
は
も

ち
ろ
ん
、
論
理
的
な
知
性
の
行
為
だ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
他
の
無
の
無
化
作
用
の
う
ち
の
あ
る
一
つ
の
無
化
作
用
に

す
ぎ
な
い
訳
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
否
定
と
は
、
無
の
具
現
す
る
実
存
的
な
自
覚
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
否
定
と
い
う
の
は
、
自
己
否

定
に
よ
り
無
限
界
に
開
か
れ
る
、
無
限
界
を
否
定
し
て
自
己
自
身
に
自
在
す
る
真
の
自
己
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
十
牛
図
で
み
た
よ
う
に
、
真
の
自
己
は
有
の
世
界
と
同
時
に
無
の
虚
空
に
於
い
て
あ
る
、
ど
こ
ま
で
も
開
か
れ
た
、
自

己
閉
鎖
、
静
的
な
自
己
同
一
、
内
在
的
な
自
己
肯
定
を
全
く
知
ら
な
い
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
自
覚
に
お
い
て
自
己
が
自
己

の
自
己
超
越
に
よ
っ
て
生
じ
る
た
め
に
は
、
本
質
的
に
否
定
面
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
閉
じ
ら
れ
た
「
我
あ
り
」
を
否
定
す
る
こ
と

の
う
ち
に
実
存
の
可
能
性
が
潜
む
。
上
田
に
と
っ
て
脱
自
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
還
自
で
も
あ
る
べ
き
存
在
は
自
己
で
あ
る
自
己
か
ら
自
己

で
な
い
二
重
世
界
へ
と
至
る
。
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ｌ
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弓
旦
暮
馬
穴
。
ミ
ざ
ミ
ミ
ざ
劃
電
ミ
旦
町
ミ
圃
習
出
箕
旦
冥
琴
雷
ミ
穏
陶
（
。
言
⑦
『
唖
さ
三

一
℃
Ｇ
い
）

（
２
）
函
冒
旦
冒
、
琴
廷
。
匂
。
、
琴
苛
画
妬
里
画
琴
、
守
室
ｎ
審
＆
ぬ
、
函
⑥
琴
ご
範
酎
⑮
、
旨
、
琴
⑮
毬

、
雪
ざ
賭
。
、
雪
崎
、
琴
毎
毬
Ｑ
２
亀
冴
⑥
琴
曇
ご
ミ
ミ
．
詫
蓋
宍
『
真
因
陽
⑥
一
ｓ
割
全
で

発
表
さ
れ
た
。

（
３
）
最
初
の
英
訳
は
騨
員
罵
言
隠
蓮
国
穂
島
雪
匂
ミ
ョ
曾
玉
さ
異
后
も
）

に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
鈴
木
大
拙
の
、
里
⑥
弓
。
○
ｇ
モ
‐
胃
『
昌
畠

型
⑥
旨
『
陽
画
で
あ
り
、
最
初
の
独
訳
は
、
辻
村
公
一
と
エ
胄
冒
員

国
肩
言
④
『
と
大
津
大
像
屈
老
師
の
□
ぬ
、
。
。
言
⑮
鐘
員
馬
冒
輯
ミ
宛

令
昏
三
届
呂
ら
葛
）
で
あ
る
。

（
４
）
『
上
田
閑
照
集
』
十
・
八
二
頁
～
一
○
○
頁
を
参
照
せ
よ
。

（
５
）
『
方
法
序
説
』
で
の
文
脈
は
言
う
。
「
し
か
し
、
す
ぐ
あ
と
で
、
そ

ん
な
ふ
う
に
ど
れ
も
ま
ち
が
い
だ
と
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
あ

い
だ
に
も
、
そ
う
考
え
て
い
る
自
分
は
何
か
で
あ
る
こ
と
が
ど
う

し
て
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
私

は
考
え
て
い
る
、
だ
か
ら
私
は
あ
る
」
と
い
う
真
理
は
い
か
に
も

し
っ
か
り
し
て
い
て
、
保
証
つ
き
な
の
で
〈
懐
疑
輪
者
た
ち
〉
の

ど
ん
な
に
並
は
ず
れ
た
想
定
を
残
ら
ず
使
っ
て
も
こ
れ
を
ゆ
る
が

す
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
見
て
と
っ
て
、
私
は
こ
の
真
理
を
、
求

め
て
い
た
（
哲
学
〉
の
第
一
の
原
理
と
し
て
、
疑
惑
な
し
に
受
け

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
ま
し
た
」
（
『
方
法
序
説
』
、
白
水

社
一
九
九
三
年
、
三
九
頁
）
。

（
６
）
以
下
引
用
は
『
上
田
閑
照
集
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
一
年
～
二

○
○
三
年
）
の
巻
数
・
頁
数
を
も
っ
て
示
す
。

（
７
）
デ
カ
ル
ト
の
座
標
系
に
お
い
て
原
点
が
横
軸
と
縦
軸
を
規
定
し

な
が
ら
、
零
点
と
し
て
い
ず
れ
に
も
属
し
て
い
な
い
よ
う
に
。

（
８
）
上
田
は
、
存
在
が
思
惟
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
上
部
構
造

よ
り
基
礎
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
方
法
を
批
判
す
る
。

上
田
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
成
功
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど

こ
ま
で
も
無
意
味
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
続
け
る
と
さ
れ
る
。

（
９
）
「
覚
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
は
、
『
荘
子
』
の
「
齊
物
瞼
」
を
参

加
せ
よ
。
「
方
に
、
其
の
夢
や
、
其
の
夢
を
知
ら
ず
也
。
夢
の
中
に

又
其
の
夢
を
占
う
焉
。
覺
し
て
後
其
の
夢
を
知
る
也
。
且
つ
大
覺

が
あ
り
て
後
此
れ
を
知
り
、
其
の
大
夢
也
。
而
し
て
愚
は
自
か
ら

を
覺
と
以
爲
し
、
籟
穎
し
て
之
を
知
る
に
然
る
」
。
イ
ン
ド
原
典
の

中
国
語
訳
で
は
、
「
菩
提
」
の
訳
語
が
い
く
つ
か
も
あ
る
。
「
覚
」
、

「
道
」
、
「
智
」
そ
れ
と
も
「
尋
」
。

（
叩
）
十
牛
図
序
・
頌
の
書
き
下
し
で
は
柳
田
聖
山
訳
を
使
う
。
引
用

は
上
田
閑
照
・
柳
田
聖
山
『
十
牛
図
』
（
ち
く
ま
番
房
、
一
九
九
二

年
）
の
頁
数
だ
け
で
示
す
。

（
皿
）
ど
う
し
て
牛
が
象
徴
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
の
宗

教
で
は
、
牛
は
聖
な
る
動
物
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
中
国
の
農
業
に

お
い
て
も
そ
れ
は
不
可
欠
な
助
け
で
あ
っ
た
。
六
・
六
頁
を
参
照

一

○
二



せ
よ
。
「
牛
は
、
見
て
も
い
か
に
も
ど
っ
し
り
し
て
い
て
、
静
か
で

あ
り
な
が
ら
、
も
の
す
ご
い
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
本
来
の
自
己

を
象
徴
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
暴
れ
出

し
た
ら
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
私
た
ち
の
あ
り
方
が
そ

う
い
う
も
の
で
す
ね
。
ほ
ん
と
う
の
あ
り
方
を
す
れ
ば
落
ち
着
い

た
深
い
存
在
で
あ
り
、
機
に
応
じ
た
動
き
が
出
て
き
ま
す
が
、
ど

こ
か
ち
ょ
っ
と
間
違
う
と
て
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
存
在
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
」
。

（
、
）
六
・
二
三
頁
を
参
照
せ
よ
。
「
楓
樹
は
中
国
の
楓
な
ん
で
す
が
、

大
木
に
な
る
も
の
で
、
日
本
の
モ
ミ
ジ
と
は
違
っ
て
、
大
き
な
葉
っ

ぱ
が
重
な
っ
て
陰
影
を
た
く
さ
ん
作
る
楓
な
の
で
、
無
気
味
な
も

の
と
中
国
で
は
一
般
に
思
わ
れ
て
い
て
、
糖
盆
や
奇
妙
な
霊
な
ど

が
、
そ
こ
に
寄
っ
て
く
る
と
か
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
あ
る
ら
し

い
ん
で
す
ね
』
。

（
Ｂ
）
碧
巌
録
を
参
照
せ
よ
。
「
天
地
は
我
と
同
根
、
萬
物
は
我
と
一

腿
」
。

（
Ｍ
）
森
哲
郎
に
よ
る
と
、
見
性
の
「
見
」
は
「
見
る
」
で
は
な
く
、
「
現

れ
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
漢
語
原
典
に
も
「
見
」
と

い
う
字
を
毎
自
今
」
（
見
る
）
で
は
な
く
、
「
蚤
自
今
」
（
現
れ
る
）
と

し
て
銃
む
場
合
は
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
図
は
「
牛

を
見
る
」
と
い
う
よ
り
も
「
現
れ
た
牛
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
脳
）
そ
の
詩
曰
く
。
「
三
十
年
来
剣
を
尋
ね
る
の
客
、
幾
回
か
葉
落
ち

又
枝
を
抽
く
。
桃
華
一
見
し
て
自
從
後
、
直
に
今
に
至
る
ま
で
更

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

に
疑
わ
ず
」
（
五
燈
會
源
巻
十
、
六
・
二
六
九
頁
）
。

（
肥
）
第
六
図
以
降
、
題
は
二
字
で
は
な
く
、
四
字
か
ら
成
る
。
上
田

に
よ
る
と
、
そ
れ
は
こ
れ
以
降
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
六
図
で
は
牛
に
乗
る

こ
と
と
、
牛
と
牧
子
と
の
一
致
が
帰
家
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

の
帰
家
と
い
う
の
は
、
機
能
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
「
急
い
で
ま
つ
す
ぐ
に
家
に
帰
る
と
か
、
家
に
帰
っ

て
早
く
何
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
帰
り
方
は

全
く
違
う
わ
け
で
す
ね
」
（
六
・
一
二
一
頁
）
。

（
”
）
六
・
一
二
○
頁
に
は
「
自
己
と
場
所
に
通
ず
る
統
一
」
が
あ
り
、

六
・
’
三
○
頁
に
「
自
己
と
自
己
の
統
合
」
と
「
自
己
と
周
囲
の

調
和
」
が
あ
る
。

（
肥
）
こ
こ
に
合
戦
を
思
い
出
す
こ
と
は
、
綱
と
鞭
が
ま
だ
あ
る
。
「
頌

日
。
牛
に
騎
っ
て
、
巳
に
家
山
に
到
る
こ
と
を
得
た
り
。
牛
も
也

た
空
じ
、
人
も
也
た
閑
か
な
り
。
紅
日
三
竿
、
猶
お
夢
を
作
す
。
嬢

縄
空
し
く
頓
く
草
堂
の
間
」
（
二
三
二
頁
）
。
週
文
の
図
で
は
、
牧
子

が
満
月
を
向
か
っ
て
合
掌
す
る
。
満
月
は
仏
教
の
伝
統
に
於
い
て

悟
り
の
象
徴
と
さ
れ
る
。

（
四
）
『
荘
子
』
の
「
外
物
」
を
参
照
せ
よ
。
「
筌
の
以
つ
所
、
魚
に
在

り
て
、
魚
を
得
て
筌
を
忘
る
。
蹄
の
以
つ
所
、
免
に
在
り
て
、
免

を
得
て
蹄
を
忘
る
。
言
の
以
つ
所
、
意
に
在
り
て
、
意
を
得
て
言

を
忘
る
」
。

列
）
鈴
木
大
拙
の
『
生
死
と
自
由
』
を
参
照
せ
よ
。

一

○
三



（
劃
）
「
空
円
相
」
は
上
田
の
造
語
と
考
え
ら
れ
る
。
盤
珪
永
琢
は
「
一

円
相
」
と
い
う
語
を
使
う
。
「
古
桶
の
底
ぬ
け
果
て
て
三
界
に
一
円

相
の
輪
が
あ
ら
ば
こ
そ
」
。
六
・
一
四
八
頁
を
参
照
せ
よ
。
「
一
円
相

と
い
う
輪
で
も
な
い
、
そ
れ
が
空
円
相
で
す
」
。

（
配
）
「
聖
意
」
に
つ
い
て
は
、
『
景
徳
傅
燈
録
』
を
参
照
せ
よ
。
菩
提

達
磨
は
梁
武
帝
の
「
如
何
な
る
か
是
れ
聖
締
の
第
一
義
」
と
い
う

問
い
に
答
え
て
、
「
廓
然
無
聖
」
と
い
う
。
「
皆
空
」
は
、
『
般
若
波

羅
蜜
多
心
経
』
を
参
照
せ
よ
。
「
五
瀧
皆
空
同
一
切
苦
危
」
と
い
う
。

（
羽
）
「
遼
遊
」
は
、
『
荘
子
』
の
「
列
禦
冠
」
を
参
照
せ
。
「
功
者
は
勢

し
、
知
者
は
憂
し
、
元
能
者
は
求
む
る
所
元
し
。
飽
食
し
て
教
遊

し
汎
う
。
繋
が
ざ
る
舟
を
虚
ず
る
に
若
く
し
て
、
敷
遊
す
る
者
也
」
、

蘇
職
の
「
赤
壁
賦
」
を
参
照
せ
よ
。
「
飛
擢
を
挟
ん
で
以
て
遼
遊
し

て
明
月
を
抱
く
」
。

（
湖
）
『
碧
巌
録
』
を
参
照
せ
よ
。
「
有
仏
の
処
、
住
を
得
ざ
り
、
無
仏

の
処
、
急
に
走
過
す
べ
し
」
。

（
お
）
序
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
百
鳥
花
を
含

む
も
、
一
場
の
憧
偲
」
。
牛
頭
法
融
が
長
い
間
洞
窟
で
坐
禅
を
し
て
、

鳥
が
花
を
持
っ
て
く
れ
た
。
禅
宗
第
四
祖
の
道
信
と
出
会
っ
て
教

え
を
受
け
て
か
ら
、
鳥
の
肪
問
が
急
に
断
絶
す
る
。

（
麺
）
宗
密
の
『
原
人
輪
』
を
参
照
せ
よ
。
「
故
に
須
ら
く
行
が
仏
に
依

る
べ
く
、
行
心
は
仏
心
に
契
る
べ
し
。
本
に
返
り
源
に
還
っ
て
、
凡

習
を
断
た
え
除
く
。
之
を
損
な
う
に
又
損
な
っ
て
、
以
て
無
為
に

至
る
」
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

（
”
）
「
荘
荘
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
図
の
頌
を
参
照
せ
よ
。
「
忙
忙
と

し
て
草
を
嬢
い
、
去
い
て
追
尋
す
」
と
い
う
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
擬

態
語
で
あ
る
故
に
、
十
牛
図
は
初
め
か
ら
第
九
図
の
直
接
性
に
於

い
て
あ
る
と
い
え
る
。

（
躯
）
「
即
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
は
、
「
即
身
成
仏
」
、
「
即
事
而
真
」
、

心
経
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
な
ど
、
さ
ら
に
西
谷
の
『
空

と
即
』
を
参
照
せ
よ
。

（
汐
）
「
自
然
」
は
こ
こ
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
「
法
爾
自
然
」
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
老
子
』
も
参
照

せ
よ
。
「
人
は
地
を
法
と
し
、
地
は
天
を
法
と
し
、
天
は
道
を
法
と

し
、
道
は
自
然
を
法
と
す
」
。

（
犯
）
、
雪
隠
宮
冒
昌
喜
重
電
一
↓
胃
馬
屋
⑥
罷
員
冨
目
言
．

。
⑲
旨
ミ
旨
昌
曽
胃
画
ロ
ミ
埠
壽
曾
冒
、
奇
毬
弓
昌
具
昏
寓
夢
室
・
后
獣
．

弓
．
』
ｓ
‐
届
ご
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
八
巻
『
道
標
』
辻
村
公
一

訳
（
創
文
社
、
一
九
八
五
年
、
一
二
一
頁
～
一
五
○
頁
）
を
参
照

せ
よ
。
以
降
、
「
形
而
上
学
」
と
表
記
す
る
。

（
訓
）
、
ロ
厨
》
》
ｚ
言
言
い
公
言
一
室
①
宮
④
『
両
。
冨
日
吾
巨
且
冒
Ｎ
ｇ
由
巨
＆
言
堕
‘

日
巨
碗
匡
昌
曾
彦
畷
◎
ヨ
巨
曾
９
画
⑥
己
◎
六
里
◎
言
揖
巨
ｐ
ｍ
Ｑ
ｇ
Ｑ
制
邑
圃
ウ
関
凰
⑥
毒
畷

舌
ご
目
胃
昌
品
蔚
巨
且
要
旨
８
冒
誌
雪
胃
宅
ｇ
ｇ
昏
協
扇
腎
旨
中

『
》
自
画
吻
蜘
恥
誕
旦
衛
劃
刷
箕
葛
旦
畠
ミ
ミ
ロ
ヨ
⑮
劃
興
、
琴
菫
○
燭
。
、
弓
荷
電
詞
且
『
手
⑮
○
一
．
函
討

言
鳥
、
竜
９
号
鳥
昌
§
零
ミ
ス
巽
巨
寓
悪
目
ら
ご
）
ロ
蹟
一
・
こ
こ
で
や

は
り
興
味
深
い
こ
と
は
、
肯
定
の
肯
定
が
否
定
の
否
定
に
お
け
る

よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
ち
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。

一
○
四



［
付
記
］第

画
～
心
章
ま
で
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
爵
塁

鼻
。
鷺
。
言
ミ
§
、
閏
員
導
き
穏
曽
§
匂
罵
葛
蔚
琶
己
。
冨
鳥
各

馨
時
ミ
⑲
量
（
富
冒
呂
９
．
冒
忌
。
旨
ョ
詩
『
一
畠
９
９
）
を
参
照
。

真
の
自
己
の
否
定
性
ｌ
上
田
閑
照
の
「
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
」
の
現
象
学
ｌ
〔
デ
ル
〕

一
○
五


