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今
回
、
私
が
二
十
二
年
間
勤
務
し
た
京
都
大
学
文
学
研
究
科
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
送
別
会
を
催
し
て
い
た
だ
い
た

こ
と
に
、
発
起
人
の
先
生
方
や
ゲ
ス
ト
の
先
生
方
、
ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
楽

友
会
館
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
が
詰
ま
っ
た
場
所
で
す
が
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
西
田
幾
多
郎
が
定
年

で
京
都
大
学
を
退
職
す
る
際
に
、
そ
の
送
別
会
が
行
わ
れ
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
西
田
の
送
別
会
の
様
子
を
記
し
た
の
が
、
例
の
「
或
教
授
の
退
職
の
辞
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ー
で
す
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー
は
次
の

よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
初
夏
の
或
晩
、
楽
友
館
の
広
間
に
、
皓
々
と
電
灯
が
か
が
や
い
て
、
多
く
の
人
々
が
集
つ
た
。
此

頃
よ
く
あ
る
停
年
教
授
の
慰
労
会
が
催
さ
れ
る
の
ら
し
い
」。「
あ
る
停
年
教
授
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
西
田
自
身
の
こ
と
で
す
が
、
こ

の
慰
労
会
の
こ
と
が
本
日
の
送
別
会
に
重
な
っ
て
、
い
っ
そ
う
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
楽
友
会
館
は
、
仄
聞
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
に
京
都
大
学
創
立
二
十
五
周
年
を
記
念
し
て
、
工
学
部
建

築
学
科
の
森
田
慶
一
氏
の
設
計
で
立
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。
西
田
が
定
年
で
退
職
し
た
の
は
一
九
二
八
年
で
す
か
ら
、
立
っ
て
ま
も
な
い

頃
に
こ
の
送
別
会
が
開
か
れ
た
わ
け
で
、
当
時
は
い
っ
そ
う
美
し
い
建
物
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
の
美
し
い
建
物
の

な
か
で
、
西
田
の
長
年
の
教
育
活
動
に
対
す
る
慰
労
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か
れ
た
の
で
す
。
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パ
ー
テ
ィ
ー
の
最
後
に
、
哲
学
講
座
を
引
き
継
い
だ
田
辺
元
が
慰
労
の
言
葉
を
述
べ
た
と
も
、
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
に
出
て
ま
い
り

ま
す
。
田
辺
が
「
西
田
先
生
の
教
を
仰
ぐ
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
西
田
の
哲
学
を
厳
し
く
批
判
す
る
二
年
前
の
こ
と
で
す
。
こ
の
と

き
す
で
に
田
辺
の
な
か
に
批
判
が
芽
ば
え
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
「
或
教
授
の
退
職
の
辞
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
と
く
に
印
象
深
い
の
は
、「
回
顧
す
れ
ば
、
私
の
生
涯
は
極
め
て
簡
単
な

も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
前
半
は
黒
板
を
前
に
し
て
坐
し
た
、
そ
の
後
半
は
後
ろ
に
し
て
立
つ
た
。
黒
板
に
向
つ
て
一
回
転
を
な
し
た
と
い

え
ば
、そ
れ
で
私
の
伝
記
は
尽
き
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
で
す
。
上
田
閑
照
先
生
も
「
人
間
の
生
涯
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー

の
な
か
で
こ
の
言
葉
を
引
き
、
こ
の
西
田
の
文
章
を
通
し
て
、「「
生
涯
」
と
い
う
言
葉
が
自
分
の
身
に
響
く
よ
う
な
形
で
大
き
な
言
葉
に

な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

こ
の
「
黒
板
に
向
か
っ
て
の
一
回
転
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
で
す
が
、
そ
の
あ
と
の
文
章
も
た
い
へ
ん
味
わ
い
深
い
も
の
で
す
。
引
用

す
る
と
、「
明
日
ス
ト
ー
ヴ
に
焼く

べ
ら
れ
る
一
本
の
草
に
も
、
そ
れ
相
応
の
来
歴
が
あ
り
、
思
出
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
凡
な
る
私

の
如
き
も
の
も
六
十
年
の
生
涯
を
回
顧
し
て
、
転
た
水
の
流
と
人
の
行
末
と
い
ふ
如
き
感
慨
に
堪
へ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
西
田
は
当
時

す
で
に
哲
学
者
と
し
て
並
び
な
き
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
、「
平
凡
な
る
私
」
と
い
う
言
葉
は
ま
っ
た
く
あ
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
比
較

す
れ
ば
、
私
自
身
は
文
字
ど
お
り
「
明
日
ス
ト
ー
ヴ
に
焼
べ
ら
れ
る
一
本
の
草
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
草
に
も
「
そ
れ
相
応

の
来
歴
が
あ
り
、
思
出
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
箇
所
に
は
深
い
共
感
を
覚
え
ま
す
。

　

本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
そ
の
「
来
歴
」
や
「
思
い
出
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
か
と
も
考
え
、
少
し
書
き

出
し
て
も
み
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
よ
り
も
、
む
し
ろ
も
う
少
し
皆
さ
ん
に
共
感
を
も
っ

て
聞
い
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
話
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
こ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
西
田
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
に
関
わ

る
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
「「
凍
れ
る
音
楽
」
と
「
天
空
の
音
楽
」」
と
い
う
題
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
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で
は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
し
ず
つ
お
話
し
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

一　

凍
れ
る
音
楽

　

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
と
き
お
り
た
い
へ
ん
魅
力
的
な
言
葉
に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
在
野
の
哲
学
研
究

者
で
あ
っ
た
土
井
道
子
さ
ん
と
い
う
方
が
書
か
れ
た
本
に
『
こ
と
ば
が
か
が
や
く
と
き
』
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
集
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
現

を
借
り
て
言
え
ば
、
と
き
お
り
、
た
い
へ
ん
「
か
が
や
い
た
」
言
葉
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
挙
げ
た
「
凍
れ
る
音
楽
」

や
「
天
空
の
音
楽
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
私
は
そ
の
よ
う
な
輝
き
を
感
じ
ま
し
た
。
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
広
が
っ
て

い
く
、
想
像
力
を
刺
激
し
て
や
ま
な
い
言
葉
で
す
。
か
ね
が
ね
、
こ
の
魅
力
的
な
言
葉
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
お
話
を
す
る
よ
う
な
機
会
が

あ
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
、
本
日
ち
ょ
う
ど
そ
の
機
会
を
得
て
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
ま
ず
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
の
方
で
す
が
、
こ
れ
は
、
ご
存
知
の
人
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
明
治
の
は
じ
め
、
う

ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
日
本
美
術
の
価
値
を
認
め
、
そ
れ
を
広
く
海
外
に
紹
介
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（Ernest 

Francisco Fenollosa

）
が
、
奈
良
の
薬
師
寺
の
東
塔
を
見
た
と
き
に
、
そ
の
美
し
さ
を
讃
え
る
た
め
に
使
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
言
葉

で
す
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
日
本
美
術
の
発
見
者
、
そ
し
て
そ
れ
の
海
外
へ
の
紹
介
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
設
立
さ
れ

た
ば
か
り
の
東
京
大
学
で
政
治
学
、
理
財
学
（
経
済
学
）
と
哲
学
史
と
を
教
え
る
た
め
に
（
の
ち
に
は
哲
学
を
中
心
に
教
え
ま
し
た
が
）

来
日
し
た
人
で
し
た
。
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
か
ら
一
八
八
六
年
ま
で
八
年
間
東
京
大
学
に
在
職
し
、
そ
の
後
文
部
省
、
そ
し
て
東

京
美
術
学
校
に
転
じ
ま
し
た
が
、
東
京
大
学
在
職
中
に
井
上
哲
次
郎
を
は
じ
め
、
多
く
の
学
生
を
指
導
し
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
の
受
容
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
た
と
き
、
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
西
周
の
名
前
で
す
。
西
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は
維
新
後
、
明
治
政
府
（
兵
部
省
）
に
出
仕
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
、「
育
英
舎
」
と
い
う
私
塾
を
開
き
、
そ
こ
で
西
洋
の
学
問
に
関

す
る
講
義
を
行
い
ま
し
た
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
か
ら
行
わ
れ
た
「
百
学
連
環
」
と
い
う
講
義
が
そ
れ
で
す
。「
百
学
連
環
」
は 

Encyclopedia 

の
訳
で
あ
り
、
哲
学
の
み
を
対
象
と
し
た
講
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
こ
で
西
は Logic

（
致
知
学
）
や

O
ntology

（
理
体
学
）
な
ど
、
哲
学
の
諸
領
域
に
わ
た
っ
て
概
説
を
し
、
同
時
に
哲
学
の
歴
史
に
つ
い
て
も
概
観
を
行
い
ま
し
た
。
わ

が
国
に
お
い
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
哲
学
概
論
、
そ
し
て
哲
学
史
の
講
義
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
諸
学
問
の
一
領

域
と
し
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
聴
講
者
も
ま
た
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
後
世
へ
の
影
響
と
い
う
点
で
は
る
か
に
大
き
な

意
味
を
も
っ
た
の
は
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
東
京
大
学
で
行
っ
た
講
義
で
す
。

　

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、哲
学
史
の
講
義
で
は
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
（A

lbert Schw
egler

）
の
『
哲
学
史
概
説
』
の
英
訳
や
、ル
イ
ス
（G

eorge 
H

enry Lew
es

）
の
『
付
伝
哲
学
史
』、
ボ
ー
ウ
ェ
ン
（Francis B

ow
en

）
の
『
デ
カ
ル
ト
か
ら
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ハ
ル
ト
マ
ン

に
至
る
近
代
哲
学
』
を
参
考
に
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
に
至
る
哲
学
の
歴
史
を
講
じ
ま
し
た
。
こ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
に
よ
っ

て
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
近
代
ド
イ
ツ
哲
学
が
東
京
大
学
で
は
じ
め
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
の
講
義
か
ら
受
け
た
印

象
を
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
来
日
の
翌
年
に
東
京
大
学
に
入
学
し
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
哲
学
史
の
講
義
を
聴
い
た

三
宅
雪
嶺
（
雄
二
郎
）
が
の
ち
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。「
十
一
年
八
月
、
米
国
人
フ
エ
ノ
ロ
サ
が
来
学
し
、
最
初
予
備
門
に
て

経
済
学
を
担
当
し
、
大
学
で
哲
学
を
担
当
し
た
。
哲
学
科
が
独
立
し
な
い
間
の
こ
と
、
フ
エ
ノ
ロ
サ
の
授
業
が
頗
る
面
白
く
、
学
生
の
注

意
を
唆
つ
た
。
そ
れ
ま
で
哲
学
は
外
山
教
授
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
第
一
原
理
を
主
に
し
た
の
を
ば
、
フ
エ
ノ
ロ
サ
が
簡
単
に
デ
カ
ル
ト
か
ら

初
め
、
カ
ン
ト
、
フ
イ
ヒ
テ
、
シ
エ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
雄
弁
に
説
き
立
て
、
僅
か
な
期
間
に
ド
イ
ツ
哲
学
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は

英
学
者
が
前
に
概
ね
知
ら
ず
、
世
間
に
知
れ
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
今
更
の
や
う
に
耳
新
し
く
聞
え
、
哲
学
と
は
さ
う
い
ふ
も
の

か
と
人
が
興
味
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
」（
三
宅
雪
嶺
『
大
学
今
昔
譚
』）。
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フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
筵
に
列
し
た
学
生
の
な
か
に
は
、
三
宅
雪
嶺
の
ほ
か
、
井
上
円
了
や
徳
永
（
清
沢
）
満
之
、
坪
内
逍
遙
、
大
西
祝
ら

が
い
ま
し
た
。
そ
の
多
く
が
卒
業
後
、
自
ら
哲
学
概
論
や
哲
学
史
を
講
じ
た
り
、
著
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の

講
義
こ
そ
わ
が
国
に
お
け
る
西
洋
哲
学
受
容
の
基
点
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
一
八
八
六
年
に
東
京
大
学
を
や
め
、
文
部
省
、
そ
し
て
美
術
学
校
に
転
じ
ま
し

た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
た
び
た
び
日
本
の
古
美
術
を
求
め
て
奈
良
や
京
都
を
旅
行
し
ま
し
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
奈
良
の

薬
師
寺
の
東
塔
を
見
て
、
そ
の
美
し
さ
を
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
表
現
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
自
身
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
観
念
論
を
代
表
す
る
哲
学

者
の
一
人
で
あ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
建
築
を
音
楽
に
喩
え
る
と
い
う
発
想
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
か
ら
得
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、こ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
表
現
自
体
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
由
来
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。『
芸
術
哲
学
講
義
』（
一
八
〇
二
―
三
年
）
の
「
特
殊
部
門
」
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
建
築
を konkrete M

usik

（
具
象
的
音
楽
）
と
か
、

erstarrte M
usik

（
凝
固
し
た
音
楽
）
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の erstarrte M

usik 

が
―
―
誰
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
―
―
英
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
き
に
、frozen m

usic

と
訳
さ
れ
、
こ
の
形
で
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
実
際
に
薬
師
寺
の
東
塔
を
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
で
讃
え
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
証
拠
立

て
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
に
東
京
美
術
学
校
に
勤
務
す
る
よ
う
に
な
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
そ
こ
で
「
美
学
」

に
関
す
る
講
義
を
行
い
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
に
行
っ
た
講
義
を
岡
倉
天
心
が
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
美
術
を
ど
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
分
け
す
る
か
と
い
う
議
論
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
最
初
に
、「
物
を
写
し
出

す
美
術
」（R

epresentative arts

）
と
「
写
さ
ゞ
る
美
術
」（N

on representative arts

）、
つ
ま
り
「
物
の
形
情
を
仮
り
て
其
の
意
を
寓
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す
る
」
も
の
と
、「
天
然
物
と
少
し
も
似
る
事
な
き
美
を
作
り
だ
す
」
も
の
に
分
け
る
と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
後
者
に

音
楽
と
建
築
が
属
す
る
こ
と
を
述
べ
、
建
築
に
つ
い
て
「
音
楽
の
凍
り
て
形
に
現
は
れ
た
る
者
」
と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
ま
す
。
こ
こ

か
ら
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
先
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
言
葉
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
に
見
て
と
れ
ま
す
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ

が
薬
師
寺
の
東
塔
を
見
て
、
そ
れ
を
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
話
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
の
内
容
が
わ
が
国
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、あ
と
で
触
れ
ま
す
よ
う
に
、も
う
少
し
後
に
な
っ

て
か
ら
で
す
が
―
―
序
で
に
言
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
名
前
自
体
は
、
い
ま
言
っ
た
「
百
学
連
環
」
の
な
か
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
―
―

し
か
し
そ
の
思
想
は
、
ま
ず
こ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
わ
が
国
の
思
想
界
に
刻
印
さ
れ
た
の
で
す
。

二　

九
鬼
周
造
、
西
田
幾
多
郎
と
シ
ェ
リ
ン
グ

　

こ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
表
現
が
そ
の
後
、
広
く
多
く
の
人
々
の
あ
い
だ
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
九
鬼
周
造
が

『「
い
き
」
の
構
造
』（
昭
和
五
年
）
で
こ
の
言
葉
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

　

九
鬼
周
造
は
、
こ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
人
で
す
。
そ

の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
と
も
言
う
べ
き
「
偶
然
性
」
論
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
九
鬼
は
、
論
理
学
で
言

う
様
相
を
手
が
か
り
に
「
偶
然
性
」
を
定
言
的
偶
然
、
仮
説
的
偶
然
、
離
接
的
偶
然
の
三
つ
に
分
類
し
ま
す
が
、
最
初
は
、
論
理
的
偶
然
、

経
験
的
偶
然
、形
而
上
的
偶
然
の
三
つ
に
分
類
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の「
形
而
上
的
偶
然
」を
考
え
る
上
で
、シ
ェ
リ
ン
グ
の「
原
始
偶
然
」

（U
rzufall

）の
概
念
を
手
が
か
り
に
し
た
の
で
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
の
本
質
を「
純
粋
な
存
在
可
能
」の
う
ち
に
見
ま
し
た
。
こ
の「
純

粋
な
存
在
可
能
」
で
あ
る
神
が
、
存
在
を
意
志
し
、
単
な
る
可
能
か
ら
現
実
へ
と
高
ま
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
偶
然
的



七

「
凍
れ
る
音
楽
」
と
「
天
空
の
音
楽
」〔
藤
田
〕

な
出
来
事
で
す
。
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
が
そ
れ
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は U

rzufall 

と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
し
た
。
九

鬼
は
こ
の U

rzufall 

と
い
う
概
念
を
踏
ま
え
て
、人
間
存
在
を
、た
ま
た
ま
今
こ
こ
に
い
る
が
、し
か
し
無
い
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
っ

た
存
在
と
し
て
、
言
わ
ば
、
無
の
上
に
浮
遊
す
る
存
在
と
し
て
理
解
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
九
鬼
の
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
深
い
関
心
か
ら
言
え
ば
、
九
鬼
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
凍
れ
る
音
楽
」
と
い
う
言
葉
に
目
を
と
め

た
の
は
、
決
し
て
偶
然

0

0

で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
具
体
的
に
は
、『「
い
き
」
の
構
造
』
の
第
五
章
「「
い
き
」
の
芸
術
的
表
現
」
に
お
い

て
九
鬼
は
、
芸
術
を
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
同
様
、
具
体
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
た
芸
術
と
、
自
由
な
形
成
原
理
に
基
づ
く
芸
術
―
―
そ
れ
を

九
鬼
は
「
客
観
的
芸
術
」
と
「
主
観
的
芸
術
」
と
い
う
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
ま
す
―
―
と
を
区
別
し
た
あ
と
、
後
者
の
例
と
し
て
模
様

と
建
築
と
音
楽
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
建
築
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、「
建
築
は
凝
結
し
た
音
楽
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
音

楽
を
流
動
す
る
建
築
と
呼
ぶ
こ
と
も
出
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
凝
結
し
た
音
楽
」
と
い
う
表
現
は
、
明
ら
か
に 

erstarrte M
usik 

の
訳
語
で
す
。frozen m

usic 
の
訳
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
九
鬼
は
こ
の
よ
う
に
シ
ェ
リ
ン
グ
に
倣
っ
て
建
築
を
「
凝

結
し
た
音
楽
」
と
呼
ぶ
と
と
も
に
、
さ
ら
に
音
楽
を
、
そ
れ
と
は
逆
に
、「
流
動
す
る
建
築
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
点
も
た
い
へ
ん

興
味
深
い
点
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
九
鬼
が erstarrte M

usik 

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
西
田
幾
多
郎
も
ま
た
、「
書
の
美
」
と
題
さ

れ
た
エ
ッ
セ
ー
―
―『「
い
き
」の
構
造
』と
同
じ
く
昭
和
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
す
―
―
の
な
か
で
、書
に
つ
い
て「
凝
結
し
た
音
楽
」

と
い
う
表
現
を
し
て
い
ま
す
。
九
鬼
の
『「
い
き
」
の
構
造
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
西
田
の
エ
ッ
セ
ー
「
書
の
美
」
が
発
表
さ
れ
た
あ

と
で
す
が
、
そ
の
前
に
九
鬼
は
雑
誌
『
思
想
』
に
「「
い
き
」
の
構
造
」
を
発
表
し
て
お
り
、
西
田
は
そ
れ
を
通
し
て
こ
の
「
凝
結
し
た

音
楽
」
と
い
う
言
葉
を
知
り
、
先
の
エ
ッ
セ
ー
で
こ
の
表
現
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
は
、
そ
れ
以
前
の
西
田
に
と
っ
て
、
す
で
に
親
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
よ
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八

く
示
す
と
思
わ
れ
る
の
は
、
西
田
の
高
足
の
一
人
で
あ
る
務
台
理
作
が
後
に
記
し
た
追
憶
の
記
の
な
か
の
次
の
言
葉
で
す
。「
大
正
五
年

の
は
じ
め
頃
〔
の
ち
に
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
と
い
う
論
文
集
に
ま
と
め
ら
れ
る
論
文
を
書
き
始
め
た
頃
〕
健
康
が
す
ぐ
れ
ず
、

講
義
を
よ
く
休
ま
れ
た
。
雨
降
り
の
日
に
は
殆
ど
休
講
と
な
っ
た
…
…
そ
れ
で
も
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
時
間
を
か

け
て
話
さ
れ
た
こ
と
は
印
象
に
深
い
。
…
…
ベ
ー
メ
の
伝
記
の
話
も
割
合
に
詳
し
く
さ
れ
た
。
先
生
は
余
程
ベ
ー
メ
に
会
心
の
も
の
を
感

じ
て
居
ら
れ
た
と
思
う
」（「
そ
の
頃
の
西
田
先
生
」、『
西
田
幾
多
郎
―
―
同
時
代
の
記
録
』
所
収
）。

　
「
先
生
は
余
程
ベ
ー
メ
に
会
心
の
も
の
を
感
じ
て
居
ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
西
田
が
ヤ
ー
コ
プ
・
ベ
ー
メ
の
思
想
に
深
い
共
感

を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
西
田
の
ベ
ー
メ
へ
の
共
感
は
、『
善
の
研
究
』
か
ら
も
は
っ
き
り
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ベ
ー
メ
は
、
神
が
、
―
―
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
―
―
父
、
子
、
聖
霊
の
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
が
す
べ
て
人
間
の
魂
の
な
か
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
主
張
し
、「
眼
を
見
開
き
、
自
己
自
身
を
見
つ
め
る
」
こ
と
を
要
求
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ベ
ー
メ
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、
西
田
は

『
善
の
研
究
』
の
な
か
で
、
く
り
返
し
ベ
ー
メ
の
「
翻
さ
れ
た
眼
」（um

gew
andtes A

uge

）
と
い
う
言
葉
や
、「
最
深
な
る
内
生
」（die 

innerste G
eburt

）
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
ま
し
た
。

　

西
田
は
、シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
を
こ
の
よ
う
な
ベ
ー
メ
の
思
想
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
の
務
台
理
作
の
言
葉
―
―
つ
ま
り
数
少
な
い
講
義
の
な
か
で
ベ
ー
メ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
話
し
た
と
い
う
こ
と
―
―
も
、
そ

の
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
西
田
は
京
大
在
任
中
、
倫
理
学
担
当
助
教
授
か
ら
宗
教
学
担
当
教
授
と
な
り
、
一
年
だ
け
（
一
九
一
三
年
）、

「
宗
教
学
概
論
」
の
講
義
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
神
が
「
対
立
の
統
一
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
、
ベ
ー
メ
の
「
神

は
一
切
で
あ
る
。
神
は
闇
に
し
て
光
、
愛
に
し
て
怒
、
火
に
し
て
光
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
の
つ
な
が

り
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
同
一
性 Identität

」
の
概
念
に
言
及
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
神
概
念
と
の
つ
な
が
り
で
「
同
一
性 Identität 

」
の
概
念
が
も
ち
だ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『
善
の
研
究
』
で
は
「
純
粋
経
験
」



九

「
凍
れ
る
音
楽
」
と
「
天
空
の
音
楽
」〔
藤
田
〕

と
の
関
わ
り
で
こ
の
概
念
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、『
善
の
研
究
』
の
第
一
編
「
純
粋
経
験
」
の
第
四
章
で

西
田
は
純
粋
経
験
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
「
知
的
直
観
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
、そ
こ
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。「
シ
ェ

ル
リ
ン
グ
の
同
一 Identität  

は
直
接
経
験
の
状
態
で
あ
る
。
主
客
の
別
は
経
験
の
統
一
を
失
つ
た
場
合
に
起
る
相
対
的
形
式
で
あ
る
、

之
を
互
に
独
立
せ
る
実
在
と
見
做
す
の
は
独
断
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
「
純
粋
経
験
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
過
程
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
同
一
性
」
の
概
念
を
一
つ
の
手

が
か
り
と
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
ま
す
。
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
西
田
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
こ

こ
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
西
田
が
そ
の
講
義
や
著
作
の
な
か
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
言
及
し
た
こ
と
が
、
日
本
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
哲

学
研
究
の
起
点
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、西
田
の
講
義
や
著
作
を
通
し
て
、わ
が
国
に
お
い
て
、シ
ェ

リ
ン
グ
哲
学
へ
の
関
心
が
同
心
円
を
描
く
よ
う
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
点
も
興
味
深
い
の
で
す
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し
す
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
本
日
は
時
間
の
関
係
で
で
き
ま
せ
ん
。

三　

書
の
美

　

さ
て
、
先
ほ
ど
西
田
の
「
書
の
美
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
に
言
及
し
ま
し
た
が
、
こ
の
表
題
を
見
て
、
明
治
時
代
に
「
書
」
が
は
た
し
て

芸
術
に
属
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
洋

画
家
で
あ
り
、
東
京
師
範
学
校
の
図
画
科
教
師
で
あ
っ
た
小
山
正
太
郎
が
『
東
洋
学
芸
雑
誌
』
に
「
書
ハ
美
術
ナ
ラ
ズ
」
と
い
う
論
考
を

発
表
し
た
の
に
対
し
、
岡
倉
天
心
が
―
―
そ
の
背
後
に
は
も
ち
ろ
ん
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
い
た
と
言
え
ま
す
―
―
「
書
ハ
美
術
ナ
ラ
ズ
ノ
論
ヲ
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読
ム
」
を
発
表
し
て
反
論
す
る
と
い
う
形
で
こ
の
論
争
は
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

西
田
は
こ
の
「
書
の
美
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
を
、「
西
洋
で
は
書
と
い
ふ
も
の
は
美
術
の
中
へ
は
入
ら
な
い
が
、
東
洋
で
は
書
は
美
術

の
大
な
る
領
分
を
占
め
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
に
書
き
始
め
て
お
り
、
こ
の
論
争
の
余
波
が
こ
こ
に
も
及
ん
で
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
の
な
か
で
は
、
書
は
ま
ち
が
い
な
く
芸
術
の
一
部

を
な
す
も
の
で
し
た
。

　

西
田
は
こ
の
「
書
の
美
」
に
お
い
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
九
鬼
周
造
と
同
様
に
、
芸
術
を
「
客
観
的
対
象
を
写
す
」
も
の
と
、「
主
観
的

感
情
の
発
現
」
と
し
て
の
芸
術
と
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
書
は
、
自
己
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
後
者
に
属
し
ま
す
。
そ

し
て
心
情
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、「
リ
ズ
ム
の
美
」
と
い
う
点
に
書
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
西
田
は
主
張
し
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
「
形
の
リ
ズ
ム
」
と
い
う
点
で
、
書
は
建
築
に
通
じ
る
が
、
し
か
し
後
者
が
実
用
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
書
は

ど
こ
ま
で
も
「
自
由
な
る
生
命
の
リ
ズ
ム
の
発
現
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
西
田
は
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
音
楽
と
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
、
そ
の
文
脈
で
、
書
は
「
凝
結
せ
る
音
楽
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
西
田
は
建
築

で
は
な
く
、
む
し
ろ
書
を
音
楽
に
喩
え
た
の
で
す
。

　

確
か
に
西
田
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
建
築
よ
り
も
書
の
な
か
に
、
よ
り
自
由
な
形
の
リ
ズ
ム
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
点
で
「
凍
れ
る
音
楽
」、
あ
る
い
は
「
凝
結
せ
る
音
楽
」
と
い
う
表
現
は
、
建
築
よ
り
も
、
む
し
ろ
書
に
あ
て
は
ま
る
と
言
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
音
楽
の
躍
動
性
は
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
よ
り
も
、
自
由
な
筆
の
動
き
の
な
か
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
見
い
だ
し

う
る
か
ら
で
す
。
西
田
は
決
し
て
無
意
味
に
こ
の
「
凝
結
せ
る
音
楽
」
と
い
う
表
現
を
持
ち
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
え
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
西
田
は
好
ん
で
揮
毫
し
ま
し
た
。
西
田
の
初
期
の
弟
子
で
あ
り
、
自
ら
も
多
く
の
書
を
も
の
し
た
久
松

真
一
が
「
寸
心
先
生
の
書
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
西
田
の
書
を
初
め
て
見
た
と
き
の
印
象
を
「
そ
の
枯
淡
で
、
静
寂
で
、
気



一
一

「
凍
れ
る
音
楽
」
と
「
天
空
の
音
楽
」〔
藤
田
〕

韻
の
高
い
書
体
と
、
ゆ
つ
た
り
と
落
着
い
て
せ
ま
ら
ざ
る
、
無
心
な
書
き
振
り
と
は
、
恰
か
も
禅
僧
の
古
墨
跡
を
見
る
や
う
な
感
じ
で
あ

つ
た
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
そ
の
遺
墨
集
を
繙
け
ば
、
そ
の
悠
々
迫
ら
ざ
る
墨
跡
か
ら
強
い
印
象
を
受
け
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
や
は
り
「
生
命
の
リ
ズ
ム
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。
た
だ
「
枯
淡
」
な
だ
け
で
は
な
く
、
動
く
も
の
を
感
じ
ま
す
。

そ
の
線
は
、
あ
る
と
き
は
軽
や
か
な
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
あ
る
と
き
は
、
重
々
し
い
響
き
を
た
た
え
て
い
ま
す
。
そ
の
底
に

あ
ふ
れ
出
る
生
命
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。西
田
の
書
は
、実
際
、「
自
己
の
生
命
の
躍
動
」を
自
由
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
書
の
美
」
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
の
な
か
で
、
い
ま
見
ま
し
た
よ
う
に
、
書
が
「
自
由
な
る
生
命
の
リ
ズ
ム
の
発
現
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
興
味
深
い
の
は
、
弟
子
の
高
坂
正
顕
が
、
西
田
の
思
索
そ
の
も
の
に
そ
の
よ
う
な
性
格
が
あ
る
と
語
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
い
ま
述
べ
た
こ
と
と
も
関
わ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
文
章
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
『
西
田
幾
多
郎
先
生
の
追
憶
』
と
題
さ
れ
た
書
物
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
高
坂
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
先
生
の
思
想
の
根
本

に
は
生
命
の
リ
ズ
ム
が
あ
つ
た
。
先
生
の
哲
学
は
そ
の
概
念
的
表
現
で
あ
つ
た
。
彫
刻
に
は
視
覚
的
な
立
体
の
明
晰
さ
が
あ
る
。
し
か
し

音
楽
は
む
し
ろ
直
接
に
人
の
感
情
に
訴
へ
る
。
音
楽
は
あ
る
意
味
で
直
接
で
あ
る
。
だ
か
ら
解
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
端
的
に
解
る
も
の
も
な
く
、

解
ら
な
け
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
不
可
知
の
も
の
も
な
い
で
あ
ら
う
」。

　

こ
の
よ
う
に
高
坂
は
、
西
田
の
思
想
が
、
生
命
の
リ
ズ
ム
を
概
念
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
音
楽
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
を
語
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
高
坂
の
西
田
評
は
、
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
、
西
田
の
書
い
た
も
の
に
は
視
覚
的
明
晰
さ
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

述
べ
た
も
の
と
も
言
え
ま
す
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
高
坂
は
他
方
、
西
田

の
哲
学
に
お
い
て
は
、
内
的
な
生
命
の
リ
ズ
ム
が
そ
の
ま
ま
外
に
移
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
直
接
に
人
の
感
情
に
訴
え
る
力
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
高
坂
の
理
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、西
田
の
思
想
そ
の
も
の
が
「
凝
結
せ
る
音
楽
」、あ
る
い
は
「
凍
れ
る
音
楽
」

と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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天
空
の
音
楽

　

そ
れ
に
対
し
て
音
楽
に
関
し
て
は
、
西
田
は
あ
ま
り
深
い
理
解
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
西
田
自
身
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た

よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
音
楽
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
日
記
に
も「B

eethoven 

の V
 Sym

phonie

〔
第

五
交
響
曲
〕
を
き
く
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
』
と
い
う
よ
う
な
書
物
を
注
文
し

た
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
西
田
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
対
し
て
示
し
た
関
心
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、

次
の
、
大
正
十
二
年
に
書
か
れ
た
山
内
得
立
宛
の
書
簡
の
文
章
が
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。「
両
三
年
来
〔
妻
が
病
床
に
あ
る
な
か
、
長
男

の
謙
が
心
臓
内
膜
炎
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
時
期
〕
私
は
人
生
の
重
荷
に
堪
へ
き
れ
ず
い
ろ
い
ろ
に
な
や
ん
だ
結
果 B

eethoven 

の
生

涯
や
思
想
感
情
と
い
ふ
様
な
も
の
に
此
上
な
き
慰
藉
を
見
出
す
様
に
思
ひ
ま
す
（
無
論
音
楽
は
少
し
も
分
り
ま
せ
ぬ
が
）」。
音
楽
そ
の
も

の
よ
り
も
、む
し
ろ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
き
方
や
信
条
に
対
し
て
強
い
共
感
を
抱
い
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
和
辻
哲
郎
に
宛
て
た
西
田
の
書
簡
の
な
か
に
、
音
楽
に
関
わ
る
面
白
い
記
述
が
出
て
き
ま
す
。「
夢
中
問
答
は
面
白
い　

万
物

黙
よ
り
出
て
ゝ
黙
に
帰
す　

黙
は Sphärenm

usik 〔
天
空
（
天
球
）
の
音
楽
〕
の
音
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　
『
夢
中
問
答
』
と
い
う
の
は
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
臨
済
宗
の
禅
僧
・
夢
窓
疎
石
が
記
し
た
説
教
集
で
す
。

お
そ
ら
く
和
辻
が
西
田
に
宛
て
て
、そ
れ
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
書
き
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は「
万

物
黙
よ
り
出
て
ゝ
黙
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
を
返
し
た
の
で
す
。

　
『
夢
中
問
答
』
に
は
禅
で
言
わ
れ
る
「
不
立
文
字
」
に
つ
い
て
論
じ
た
興
味
深
い
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
ま
す
。「
教
外
別
伝
不
立
文
字
と
い
へ
ど
も
、
禅
師
の
人
に
示
す
言
句
多
し
。
不
立
文
字
と
言
は
ん
や
と
、
難
ず
る
人
あ
り
。
禅
師
の

言
句
多
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
言
句
の
義
理
を
、
人
に
習
学
せ
し
め
む
た
め
に
は
非
ず
。
た
だ
仏
法
の
正
理
は
、
言
句
の
上
に
あ
ら
ざ
る



一
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「
凍
れ
る
音
楽
」
と
「
天
空
の
音
楽
」〔
藤
田
〕

こ
と
を
示
さ
む
た
め
な
り
。
言
句
の
上
に
非
ず
と
申
せ
ば
と
て
、
言
語
道
断
の
処
を
宗
旨
と
す
る
に
も
非
ず
」。
仏
法
の
正
し
い
理
が
ど

こ
に
あ
る
か
を
示
す
た
め
に
多
く
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
言
葉
は
そ
の
意
味
を
一
つ
一
つ
学
ぶ
た
め
に
語
ら
れ

る
の
で
は
な
い
。
言
葉
を
通
し
て
、
言
葉
以
前
の
真
理
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
言
葉
以
前
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
の
上
に
真
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
意

味
か
と
思
い
ま
す
が
、こ
の
『
夢
中
問
答
』
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
西
田
は
「
万
物
黙
よ
り
出
て
ゝ
黙
に
帰
す
」
と
記
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
沈
黙
か
ら
沈
黙
へ
」
と
い
う
こ
と
が
、
先
の
西
田
の
書
簡
の
な
か
で Sphärenm

usik 

に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
結

び
つ
け
は
若
干
奇
異
な
印
象
を
与
え
ま
す
。
し
か
し
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
を
中
心

に
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
躍
し
て
い
る
細
川
俊
夫
と
い
う
作
曲
家
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。『
魂
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
』
と
い
う
著
作
の
な
か
で
細
川
は
、
音
楽
を
作
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に

し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
ぼ
く
に
と
っ
て
音
を
生
み
出
す
こ
と
の
基
本
は
、
息
づ
か
い
に
あ
る
。
息
に
支
え
ら
れ
て
、
音
は

生
き
て
く
る
。
沈
黙
の
虚
空
か
ら
生
ま
れ
、
そ
し
て
沈
黙
へ
と
還
っ
て
い
く
音
。
そ
れ
は
息
を
吐
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
吸
う
こ
と

に
よ
っ
て
消
え
て
い
く
」。
も
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、音
楽
が
「
沈
黙
の
虚
空
か
ら
生
ま
れ
、そ
し
て
沈
黙
へ
と
還
っ
て
い
く
」

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
禅
の
な
か
に
「
天
空
の
音
楽
」
を
聞
こ
う
と
し
た
西
田
の
着
想
も
、
決
し
て
的
を
逸
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言

え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
天
空
の
音
楽
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
著
作
を
残

さ
な
か
っ
た
た
め
、
彼
自
身
が
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
か
詳
し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
い
が
、
後
の
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
に
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
や
そ
の
思
想
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
天
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、ピ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
人
々
が
、「
わ

れ
わ
れ
の
地
上
の
物
体
は
星
と
等
し
い
嵩
も
も
た
な
け
れ
ば
、
星
ほ
ど
速
く
動
き
も
し
な
い
の
に
音
を
発
す
る
の
だ
か
ら
、
星
ほ
ど
の
大
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き
い
物
体
が
動
く
の
で
あ
れ
ば
音
を
発
す
る
の
は
当
然
だ
」
と
考
え
た
こ
と
、
ま
た
星
と
星
の
あ
い
だ
の
距
離
に
応
じ
た
星
の
速
さ
の
比

が
、
音
楽
の
協
和
音
の
比
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
星
が
発
す
る
音
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
構
成
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
た
こ
と

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
天
空
の
音
楽
」
に
は
先
ほ
ど
触
れ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
も
言
及
し
て
い
ま
す
。『
芸
術
哲
学
講
義
』
の
「
特
殊
部
門
」
で
シ
ェ
リ
ン

グ
は
ま
ず
造
形
芸
術
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
絵
画
や
建
築
と
並
ん
で
音
楽
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
音
楽
の
形

式
は
、
永
遠
な
る
事
物
の
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
出
し
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の Sphärenm

usik 

に
言
及
し
て
い
る
の
で
す
。
言
及

し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
発
想
を
下
敷
き
に
し
て
こ
の
部
分
が
記
述
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

西
田
が
こ
の
『
芸
術
哲
学
講
義
』
の
「
特
殊
部
門
」
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、優
秀
な
弟
子
の
一
人
で
、

早
世
し
た
岡
本
春
彦
が
そ
の
卒
業
論
文
「
シ
ェ
ル
リ
ン
グ
の
象
徴
思
想
」
の
な
か
で
こ
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
「
天
空
の
音
楽
」
に
触
れ
て
お

り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
通
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
「
天
空
の
音
楽
」
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
田
は
初
期
の
思
索
の
な
か
で
も
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
を
一
つ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
ま
し
た
が
、
一
九
三
二
年

に
刊
行
さ
れ
た
『
無
の
自
覚
的
限
定
』
に
収
め
ら
れ
た
論
文
「
私
の
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
い
ふ
も
の
」
の
な
か
で
も
西
田
は
、
自
分

の
思
想
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
と
の
近
さ
、
と
く
に
そ
の
後
期
思
想
―
―
お
そ
ら
く
は
『
人
間
的
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
展

開
さ
れ
た
思
想
―
―
と
の
近
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
西
田
は
長
年
に
わ
た
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
か
ら
示
唆
を
受

け
つ
づ
け
ま
し
た
。
務
台
理
作
の
言
葉
の
な
か
に
見
ら
れ
る
シ
ェ
リ
ン
グ
へ
の
共
感
が
そ
れ
を
支
え
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

共
感
の
な
か
に
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
芸
術
理
解
に
対
す
る
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

西
田
も
シ
ェ
リ
ン
グ
も
、と
も
に「
天
空
の
音
楽
」を
聴
く
こ
と
の
で
き
た
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

※ 

本
稿
は
、筆
者
が
京
都
大
学
日
本
哲
学
史
研
究
室
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、二
〇一三
年
五
月
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
送
別
会
の
折
の
記
念
講
演
の
原
稿
で
あ
る
。


