
ま
た
し
て
も
、
で
あ
る
。
テ
ッ
オ
・
ナ
ジ
タ
氏
に
続
き
、
ま
た
も
や
海
外
の

研
究
者
に
よ
り
、
懐
徳
堂
の
諸
思
想
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
た
。
本
書
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
研
究
史
的
に
見
れ
ば
、
懐
徳
堂
を
め
ぐ
る
研
究
は
決

し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
山
片
蟠
桃
（
寛
延
元
・
一
七
四
八
ｌ
文
政
四
・

一
八
二
一
）
や
富
永
仲
基
（
宝
永
五
・
一
七
一
五
ｌ
延
享
三
・
一
七
四
六
）
な

ど
の
個
性
派
を
中
心
と
し
た
個
別
研
究
の
深
化
に
比
し
て
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
、

一
学
派
と
し
て
特
徴
づ
け
る
た
め
の
視
座
の
革
新
は
、
必
ず
し
も
は
か
ば
か
し

い
展
開
を
見
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
を
衝
く
形
で
、
近
年
、
海
外
か

ら
次
々
と
刺
戟
的
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

本
書
は
懐
徳
堂
読
解
の
視
座
と
し
て
、
近
世
日
本
に
お
け
る
「
朱
子
学
」
と

い
う
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
敢
え
て
挑
発
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
朱
子
学
」
で
あ
っ
て
、
町
人
思
想
で
も
町
人
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
い
、

と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
懐
徳
堂
の
「
町
人
」
思
想
的
な
側
面

に
関
す
る
言
及
も
、
皆
無
で
は
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
に
お
け
る
印
象
的
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
、
「
懐
徳
堂
に
お
け
る
「
異
学
の
禁
』
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
懐

徳
堂
の
教
授
陣
が
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
町
人
の
「
学
習
要
望
や
志
向
」
を
そ
の

八
害
評
Ｖ陶

徳
民
著
「
懐
徳
堂
朱
子
学
の
研
究
』

ま
ま
受
け
入
れ
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
の
緊
張
関
係
を
保
つ
こ
と
に

よ
っ
て
独
自
の
学
風
を
築
い
た
点
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
本
書
は
、
五
井
蘭
洲
（
元
禄
十
・
一
六
九
七
ｌ
宝
暦
十
二
・
一
七
六
二
）

に
関
す
る
優
れ
た
実
証
研
究
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
懐
徳
堂
の
「
無
鬼
論
」
提

唱
者
と
し
て
著
名
な
の
は
山
片
蟠
桃
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
に
よ
り
、
蟠
桃

の
主
張
す
る
「
無
鬼
論
」
や
「
神
道
批
判
」
の
大
枠
が
、
す
で
に
蘭
洲
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
論
点
ご
と
に

整
理
さ
れ
た
各
章
に
お
い
て
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
や
懐
徳
堂
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
一
次
史
料
を
も
と
に
、
蘭
洲
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
実

証
さ
れ
る
。
著
者
の
狙
い
は
「
懐
徳
堂
朱
子
学
の
代
表
人
物
蘭
洲
の
学
問
・
思

想
の
全
貌
」
を
解
明
し
、
そ
の
上
で
「
近
世
儒
学
思
想
史
に
お
け
る
懐
徳
堂
朱

子
学
の
位
置
と
意
義
」
を
論
証
（
３
頁
）
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

で
は
五
井
蘭
洲
に
始
ま
る
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
章
ご
と
の
要
約
は
本
書
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、

以
下
に
お
い
て
は
複
数
章
に
ま
た
が
る
論
点
に
焦
点
を
絞
り
、
本
書
の
内
容
を

紹
介
す
る
と
共
に
幾
つ
か
の
疑
問
点
を
指
摘
し
た
い
。

（
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）

野
村
真
紀
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朱
子
学
者
、
蘭
洲
の
所
論
の
特
徴
を
、
著
者
は
「
天
人
合
一
」
論
と
「
格
物

窮
理
」
論
の
二
点
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
「
天
人
合
こ
論
と
い
う
概

念
で
括
ら
れ
る
議
論
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

蘭
洲
の
「
天
人
合
ご
論
の
中
核
は
、
人
道
と
天
道
を
相
互
依
存
関
係
に
お

い
て
捉
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
蘭
洲
は
「
中
庸
』
冒
頭
の
「
天
命
之
謂
性
、

率
性
之
謂
道
、
修
道
之
謂
教
」
に
基
づ
き
、
人
間
の
本
性
や
人
道
が
天
に
本
源

を
持
つ
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
「
仁
斎
・
柤
侠
の
朱
子
学
批
判
に
対
す
る
反
批

判
の
意
味
」
（
師
頁
）
を
持
ち
、
「
道
徳
修
養
の
可
能
性
と
必
要
性
を
根
拠
づ
け
」

（
“
頁
）
る
と
い
う
実
践
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
他
方
、
人
道
が
天
道
を
補

完
す
る
と
い
う
側
面
も
存
在
し
た
。
『
易
経
』
（
泰
卦
・
家
伝
）
の
「
裁
成
天
地

之
道
、
輔
相
天
地
之
宜
」
は
、
も
と
も
と
聖
王
が
天
地
の
働
き
の
過
不
足
を
補

う
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
朱
篶
は
こ
の
「
裁
成
輔
相
」
の
役
割
を
、
広
く

一
般
人
も
担
う
も
の
と
考
え
た
。
蘭
洲
も
こ
の
よ
う
な
立
場
を
継
承
し
た
と
さ

れ
る
。
ま
た
以
上
の
よ
う
な
、
天
道
と
人
道
の
相
互
依
存
関
係
の
哲
学
的
根
拠

が
、
理
気
二
元
論
で
あ
っ
た
。
蘭
洲
は
理
と
気
を
区
別
し
つ
つ
「
両
者
の
『
妙

合
』
す
な
わ
ち
一
致
や
相
互
依
存
の
側
面
を
よ
り
重
視
」
（
別
頁
）
す
る
。
こ

れ
は
仁
斎
の
「
気
一
元
論
」
や
三
宅
尚
斎
の
「
理
一
元
論
」
を
批
判
の
対
象
と

し
た
主
張
で
あ
っ
た
。

で
は
こ
の
よ
う
な
蘭
洲
の
「
天
人
合
こ
論
は
、
近
世
日
本
儒
学
思
想
史
上
、

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
蘭
洲
の
所
説
を
、
近
世

初
期
の
朱
子
学
者
、
中
村
暘
斎
（
寛
永
六
・
一
六
二
九
ｌ
元
禄
十
五
・
一
七
○

二
）
の
「
穏
健
着
実
な
学
風
」
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
し
か
も

｜
「
天
人
合
一
」
論

蘭
洲
と
暢
斎
の
所
説
の
類
似
性
は
、
「
天
人
合
一
」
論
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。

続
い
て
検
討
さ
れ
る
「
格
物
窮
理
」
論
、
暦
研
究
、
古
代
制
度
論
、
歴
史
論
な

ど
の
様
々
な
分
野
で
、
両
者
の
「
学
術
趣
旨
の
同
一
と
学
問
範
囲
の
相
似
」
（
圃

頁
）
が
丹
念
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
の
淵
源

を
、
暘
斎
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
斬
新
な
視
点
が
本
書
を
一
貫
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

他
方
、
蘭
洲
の
独
自
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
例
え
ば
中

庸
を
解
釈
す
る
際
、
「
つ
ね
に
『
易
経
』
・
『
太
極
図
説
』
に
か
か
わ
ら
せ
て

お
こ
な
う
傾
向
」
（
珊
頁
）
が
あ
り
、
理
気
論
に
北
宋
の
象
数
学
者
、
部
雍
の

影
響
が
垣
間
見
ら
れ
る
（
刈
頁
）
ほ
か
、
全
般
的
に
陰
陽
の
概
念
が
多
用
さ
れ

て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
彼
の
弟
子
で
あ
る
中
井

履
軒
（
享
保
十
七
・
一
七
三
二
ｌ
文
化
十
四
・
一
八
一
七
）
や
山
片
蟠
桃
に
そ

の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
学
派
内
部
で
の
学
説
の
批
判

的
継
承
関
係
が
更
に
検
討
さ
れ
る
な
ら
ば
、
．
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
の
持
つ
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
活
力
や
議
論
の
奥
行
き
は
一
層
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

懐
徳
堂
に
お
け
る
「
格
物
窮
理
」
論
の
射
程
は
大
変
広
い
が
、
こ
こ
で
は
同

時
代
の
思
想
界
の
動
向
と
の
関
連
性
に
着
目
し
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
み

た
い
。著

者
は
蘭
洲
の
「
格
物
窮
理
」
論
を
、
二
つ
の
学
派
と
対
比
さ
せ
て
特
徴
付

け
る
。
第
一
の
論
敵
は
、
懐
徳
堂
の
創
立
以
来
、
堂
に
お
い
て
町
人
が
好
ん
で

学
ん
だ
陽
明
学
で
あ
る
。
陽
明
学
が
町
人
に
好
ま
れ
た
理
由
は
、
「
商
売
に
専

念
し
、
時
間
の
余
裕
が
少
な
い
町
人
に
と
っ
て
は
、
学
問
を
先
に
す
る
と
い
う

二
「
格
物
窮
理
」
論
ｌ
祖
侠
学
批
判
・
「
実
学
」

一
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朱
子
の
為
学
方
法
よ
り
も
、
『
良
知
』
・
徳
性
の
体
認
を
先
に
す
る
と
い
う
陸

王
の
そ
れ
が
好
都
合
で
あ
っ
た
」
（
５
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
町
人
の
志
向
に
対
応
す
る
懐
徳
堂
の
折
衷
的
・
包
容
的
な
学
風
を
、
蘭
洲
は

一
変
さ
せ
る
。
蘭
洲
は
学
問
を
通
じ
て
徳
の
発
揮
に
至
る
と
い
う
「
問
学
・
徳

性
併
進
主
義
」
「
博
約
並
進
主
義
」
を
、
孔
子
に
始
ま
り
子
思
、
孟
子
を
経
て

程
子
、
朱
烹
に
継
承
さ
れ
た
正
し
い
学
問
方
法
だ
と
考
え
、
「
朱
子
学
一
尊
」

の
方
針
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
「
格
物
窮
理
」
論
は
、
こ
う
し
た
陽
明
学
と
の

対
決
に
お
け
る
学
問
の
強
調
と
い
う
文
脈
で
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
論
敵
は
、
同
時
代
的
に
流
行
し
て
い
た
柤
侠
学
で
あ
る
。
柤
侠
は
「
神

妙
不
測
」
な
天
地
の
働
き
、
例
え
ば
「
雷
」
や
「
歳
差
」
（
恒
星
年
と
太
陽
年

と
の
差
）
を
、
知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
治
国
平
天
下
に
役
立
た
な

い
以
上
、
知
る
必
要
も
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
蘭
洲
は
「
自
然
現
象

の
可
知
性
と
人
間
の
知
的
可
能
性
を
積
極
的
に
肯
定
」
（
棚
頁
）
す
る
。
ま
た

こ
の
よ
う
な
柤
侠
流
の
「
不
可
知
論
」
と
朱
子
学
流
の
「
窮
理
」
の
対
比
が
、

自
然
科
学
的
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
経
書
研
究
に
も
見
出
さ
れ
る
。
第
四
章
「
柤

侠
学
批
判
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
柤
侠
は
先
王
の
立
て
た
古
代
制
度
に

つ
い
て
も
、
細
部
ま
で
知
り
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
た
。
元
禄
時
代

の
先
駆
的
業
績
で
あ
る
中
村
暘
斎
の
考
古
学
的
研
究
や
中
根
元
圭
の
数
学
的
手

法
を
用
い
た
研
究
も
、
柤
侠
に
と
っ
て
は
無
意
味
で
あ
っ
た
。
し
か
し
不
可
知

論
を
採
っ
た
結
果
、
祖
侠
自
身
の
古
代
制
度
研
究
に
は
、
窓
意
的
な
憶
測
や
改

霞
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
『
楽
律
考
』
で
柤
侠
は
、
日
本
の
雅

楽
の
淵
源
を
周
代
の
楽
に
求
め
、
律
調
も
単
純
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
明
確
な
考
証
に
基
づ
い
た
主
張
で
は
な
く
、
彼
の
理
想
と
す
る

古
代
像
の
投
影
で
あ
っ
た
（
第
四
章
第
二
節
）
。

著
者
は
こ
の
よ
う
な
柤
侠
の
立
場
を
「
概
算
」
主
義
と
名
付
け
、
他
方
の
懐

徳
堂
学
派
を
、
言
わ
ば
「
精
密
科
学
」
主
義
と
名
付
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
。
そ
も
そ
も
蘭
洲
の
「
格
物
窮
理
」
論
は
、
経
書
研
究
を
念
頭
に
置
い
た

方
法
論
で
あ
っ
た
。
自
然
界
と
同
様
、
否
、
そ
れ
以
上
に
古
代
制
度
は
知
り
尽

く
す
こ
と
が
で
き
る
し
知
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
に
、
懐

徳
堂
で
は
古
代
制
度
の
実
証
的
、
考
古
学
的
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
富

永
仲
基
や
中
井
履
軒
に
よ
っ
て
、
祖
棟
の
所
論
に
お
け
る
考
証
の
不
備
や
窓
意

性
が
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
訳
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
懐
徳
堂
学
派
に
よ
る
批
判
を
通
し
て
現
れ
て
く
る
祖
裸

像
は
、
極
め
て
新
鮮
で
あ
る
。
殊
に
祖
侠
の
制
度
論
に
お
い
て
規
範
的
な
位
置

を
占
め
て
い
る
は
ず
の
、
先
王
の
礼
楽
制
度
ま
で
も
が
「
不
可
知
」
と
さ
れ
て

い
る
点
は
、
柤
侠
の
礼
楽
観
を
見
直
す
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
懐
徳
堂

側
の
「
精
密
科
学
」
主
義
が
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
、

い
さ
さ
か
あ
い
ま
い
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
実
証
主
義
の
精
神
か
ら
す

れ
ば
、
考
証
の
不
備
や
古
典
の
改
富
は
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
の
「
客

観
的
」
探
求
こ
そ
が
高
い
価
値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
が
「
柤
侠
の
『
偏
向
』
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
」
（
恥

頁
）
と
言
い
切
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
政
治
的
意
図
の
混
入
を

「
偏
向
」
と
言
う
な
ら
ば
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
蘭
洲
自
身
も
「
偏
向
」
か

ら
自
由
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
は
、
懐
徳
堂
で
行
わ
れ
た
自
然
科
学
研
究
と
「
精
密

科
学
」
主
義
の
関
連
性
で
あ
る
。
第
二
章
「
天
文
・
地
理
の
探
求
」
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
自
然
界
へ
の
探
求
心
が
、
「
格
物
窮
理
」
論
の
延
長
と
し
て
生
ま
れ

た
と
す
る
著
者
の
見
解
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
朱
子
学
の
窮
理
が
、

一
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経
書
研
究
や
道
徳
学
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
洋
的
な
自
然
科
学
に
は
直

接
結
び
つ
か
な
い
、
と
い
う
見
解
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
著
者
は
、
朱
烹
自

身
や
弟
子
た
ち
が
自
然
研
究
に
関
心
を
持
ち
、
著
作
も
著
し
て
い
る
こ
と
を
重

視
す
る
。
そ
し
て
懐
徳
堂
の
自
然
科
学
研
究
を
、
中
国
に
お
け
る
朱
子
学
者
の

伝
統
的
議
論
を
受
け
皿
と
し
て
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
新
知
識
や
大
坂
の
民

間
学
者
に
よ
る
経
験
科
学
の
成
果
を
受
容
し
た
も
の
と
す
る
議
論
は
説
得
的
で

あ
る
。し

か
し
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
「
中
国
・
西
洋
・
日
本
の
三
つ
」
を
来
源
に

も
つ
「
重
層
的
構
造
」
（
別
頁
）
の
「
知
」
を
い
か
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う

点
に
あ
る
。
著
者
は
一
方
に
お
い
て
、
西
洋
近
代
科
学
を
尺
度
と
し
な
い
で
、

言
わ
ば
優
劣
を
問
わ
な
い
形
で
歴
史
内
在
的
に
懐
徳
堂
の
「
知
」
の
実
態
を
描

き
出
そ
う
と
試
み
る
。
例
え
ば
惑
星
の
運
行
が
右
回
り
か
左
回
り
か
、
と
い
う

「
左
旋
・
右
旋
」
論
争
は
、
宋
代
に
儒
学
者
と
暦
学
者
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た

論
争
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
揚
斎
や
蘭
洲
、
履
軒
な
ど
儒
学
者
が
、
渋
川

春
海
、
西
川
如
見
ら
天
文
学
者
と
共
に
論
陣
を
張
っ
た
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
著
者
の
描
く
そ
の
光
景
が
、
決
し
て
滑
稽
で
は
な
く
、
む
し
ろ
壮
観
で
あ

る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
誰
が
真
理
を
把
握
し
て
い
た
か
と
い
う
問
い
が
一
旦
、

括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
描
写
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
誰

が
真
実
に
最
も
近
か
っ
た
か
、
と
い
う
点
は
、
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
り
得
る
。

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
西
洋
近
代
科
学
が
尺
度
と
な
る
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き

な
い
。
著
者
の
よ
う
に
、
蟠
桃
の
天
動
説
や
万
有
引
力
論
を
「
懐
徳
堂
の
同
人

だ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
日
本
の
大
多
数
の
学
者
を
は
る
か
に
抜
き
ん
で
た
自

然
認
識
で
あ
っ
た
」
（
的
頁
）
と
捉
え
る
こ
と
は
や
は
り
可
能
な
の
で
あ
り
、

こ
の
点
を
も
っ
て
西
洋
を
モ
デ
ル
と
す
る
単
線
発
展
史
観
だ
と
批
判
す
る
の
は

早
計
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
自
然
科
学
知
識
を
何
ら
か
の
達
成
と
し
て
捉
え
る
の
と
は
別
に
、

そ
の
よ
う
な
達
成
を
生
み
出
す
認
識
枠
組
ゑ
や
文
化
的
背
景
を
も
、
総
体
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
は
「
格
物
窮
理
」

が
そ
う
し
た
探
求
の
鍵
と
な
り
う
る
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
特
質
を
説
明
す
る

際
の
著
者
の
用
語
は
、
残
念
な
が
ら
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
。
「
精
密
科
学
主

義
」
「
主
知
主
義
」
「
客
観
主
義
」
「
相
対
主
義
的
発
想
」
「
合
理
主
義
」
「
柔
軟

な
思
考
」
な
ど
の
様
々
な
概
念
が
、
個
別
ケ
ー
ス
に
即
し
て
用
い
ら
れ
る
に
止

ま
り
、
統
一
像
を
結
ぶ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
著
者
は
「
あ
と
が
き
」
に
お
い

て
、
懐
徳
堂
研
究
に
着
手
し
た
動
機
と
し
て
「
近
世
日
本
の
学
問
・
思
想
の
発

達
が
い
か
に
日
本
の
近
代
を
準
備
し
た
か
と
い
う
問
い
に
、
説
得
力
の
あ
る
回

答
を
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
」
（
棚
頁
）
と
述
懐
し
て
い
る
。

し
か
し
近
世
と
い
う
時
代
に
か
く
も
深
い
理
解
を
示
す
著
者
に
と
っ
て
、
今
や

論
理
は
逆
転
す
る
は
ず
で
あ
る
。
「
格
物
窮
理
」
と
そ
の
産
物
で
あ
る
多
様
な

成
果
を
、
内
在
的
に
捉
え
る
概
念
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
延
長
上
に
現

れ
る
「
近
代
」
の
様
相
も
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
こ
れ
と
は
別
に
、
先
行
研
究
と
の
関
連
で
触
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
。

蘭
洲
の
「
格
物
窮
理
」
論
と
柤
侠
の
不
可
知
論
を
止
揚
し
た
履
軒
は
、
「
天
は

知
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
知
り
尽
く
せ
な
い
も
の
で
も
あ

り
、
人
間
に
は
認
識
能
力
が
あ
る
反
面
、
限
界
も
あ
り
、
天
の
運
行
の
規
則
を

絶
え
ず
再
検
討
・
再
認
識
し
、
よ
り
精
密
に
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
人
間
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
」
と
い
う
「
弁
証
法
的
な
見
解
」
を
持
つ
に
至
っ
た
と

著
者
は
捉
え
る
（
川
頁
）
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
履
軒
の
「
弁
証

法
的
見
解
」
が
、
テ
ッ
オ
・
ナ
ジ
タ
氏
の
所
論
に
お
け
る
「
自
然
本
体
論
」
と
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冒
頭
に
も
述
べ
た
通
り
、
従
来
、
懐
徳
堂
と
言
え
ば
無
鬼
論
、
無
鬼
論
と
言

え
ば
山
片
蟠
桃
『
夢
の
代
』
、
と
連
想
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
が
、
本
書

第
五
章
「
古
代
史
観
と
神
道
批
判
」
、
第
六
章
「
無
鬼
論
」
に
よ
り
、
こ
の
よ

う
な
「
常
識
」
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
蟠
桃
の
独
自
性
が
一
概
に
否
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
夢
の
代
』
の
歴
史
区
分
論
、
蘇
我
馬
子
・
聖
徳

太
子
批
判
、
俗
信
否
定
の
原
型
は
、
蘭
洲
の
所
論
に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

中
で
も
興
味
深
い
の
は
、
蘭
洲
が
儒
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
行
っ
た
古
代

史
研
究
と
神
道
批
判
で
あ
る
。
例
え
ば
蘭
洲
は
『
日
本
書
紀
神
代
巻
講
義
』
の

中
で
、
神
代
巻
に
登
場
す
る
神
々
を
人
間
と
見
な
し
、
国
造
り
の
神
話
を
人
間

に
よ
る
「
裁
成
輔
相
」
の
物
語
り
と
し
て
読
み
代
え
る
。
ま
た
神
代
を
君
臣
関

係
が
い
ま
だ
明
確
に
定
ま
ら
な
い
時
代
と
捉
え
、
い
わ
ゆ
る
万
世
一
系
論
に
異

を
唱
え
た
。
さ
ら
に
『
冊
正
日
本
書
紀
」
で
は
、
神
武
以
降
の
歴
史
に
お
け
る
、

事
実
関
係
の
訂
正
や
災
異
思
想
の
削
除
を
行
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
蘭
洲
の
立

場
は
、
闇
斎
学
派
や
宣
長
の
「
神
国
優
越
思
想
」
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
柤
侠
学
派
の
よ
う
な
、
日
本
に
元
来
道
は
無
か

っ
た
、
と
す
る
説
も
蘭
洲
は
退
け
、
神
道
に
一
定
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
し
た
。

内
容
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
成
立
が
、
蘭
洲
で
は
な
く

履
軒
の
功
績
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
朱
子
学
の
「
窮
理
」
の
延
長
上
に
生

ま
れ
た
と
い
う
点
で
ナ
ジ
タ
氏
の
説
と
異
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
懐

徳
堂
に
生
ま
れ
た
と
い
う
認
識
は
、
両
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の

議
論
の
相
違
を
い
か
に
捉
え
る
か
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

三
「
神
道
批
判
」

神
道
と
儒
学
は
等
し
く
「
天
道
」
に
淵
源
を
持
つ
教
説
で
あ
り
、
相
互
補
完
的

な
関
係
に
あ
る
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
蘭
洲
は
、
一
方
で
柤
侠
学
派
の
「
中
華
崇
拝
」
の
傾
向
を
廃
し

つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
闇
斎
学
派
や
宣
長
の
「
神
国
優
越
思
想
」
と
も
距
離
を

と
る
と
い
う
、
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
自
説
を
構
築
し
た
。
著
者
は
こ
の
よ

う
な
蘭
洲
の
姿
勢
を
「
不
偏
不
党
・
公
平
正
大
」
（
加
頁
）
と
高
く
評
価
し
、

ま
た
「
時
好
」
に
阿
ら
な
い
「
高
踏
的
な
一
面
」
（
洲
頁
）
の
現
れ
と
捉
え
る
。

確
か
に
他
の
学
派
と
の
距
離
の
取
り
方
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
不
偏
不

党
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
よ
り
広
い
視
点
で
見
た
場
合
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
「
皇
国
」

意
識
と
い
う
、
「
偏
」
の
側
面
こ
そ
を
問
題
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
蘭
洲
の
よ
う
な
神
儒
一
致
論
を
取
る
場
合
、
易
姓
革
命
論
と
天

皇
家
の
存
続
と
の
折
り
合
い
が
ど
う
し
て
も
問
題
に
な
る
。
著
者
も
蘭
洲
の
著

作
に
即
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
丹
念
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
結
局

、
、
、

、
、
、
、
、
、

の
と
こ
ろ
、
蘭
洲
は
湯
武
の
正
当
性
を
議
論
す
る
に
止
ま
り
、
日
本
に
お
け
る

放
伐
と
い
う
問
題
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば

第
五
章
の
結
び
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
蘭
洲
の
言
葉
（
鵬
頁
）
も
、
日
本
に

お
け
る
放
伐
の
当
否
を
、
過
去
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
否
定
し
た
だ
け
な
の
か
、

あ
る
い
は
将
来
に
わ
た
る
規
範
と
し
て
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
あ

い
ま
い
で
あ
る
。
ま
た
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
は
履
軒

や
蟠
桃
に
も
継
承
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

思
う
に
、
蘭
洲
に
と
っ
て
は
、
万
世
一
系
の
天
皇
の
存
在
は
所
与
の
前
提
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
徳
川
家
を
優
位
に
置
い
た
、
武
家
と
公
家
の
共
存
共
栄
の
体

制
を
構
築
、
維
持
す
る
べ
き
だ
と
い
う
政
治
的
判
断
に
即
し
て
、
必
要
な
限
り

一
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こ
こ
で
初
め
の
問
題
提
起
に
立
ち
返
り
、
著
者
の
課
題
で
あ
る
「
近
世
儒
学

思
想
史
に
お
け
る
懐
徳
堂
朱
子
学
の
位
置
と
意
義
」
の
論
証
が
、
ど
こ
ま
で
達

成
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

十
八
世
紀
の
大
坂
に
誕
生
し
た
懐
徳
堂
で
は
、
幅
広
い
分
野
に
ま
た
が
り
豊

か
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
哲
学
的
背
景
と
し
て
、
五
井
蘭
洲
に
始
ま
る

朱
子
学
の
研
鎮
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
、
本
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
同
時
代
的
な
思
想
界
の
様
々
な
動
向
と
の
関

連
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
本
書
の
成
果
で
あ
る
。
中
で
も
、
中
村
暘
斎

か
ら
蘭
洲
へ
と
い
う
学
風
の
継
承
関
係
が
論
証
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
を

持
つ
。
な
ぜ
な
ら
近
世
全
般
を
通
じ
、
在
野
の
朱
子
学
派
が
ま
と
ま
り
を
持
ち
、

相
応
の
社
会
的
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
の
担
っ
た
政
治
的
役
割
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
著
者
は
蘭
洲
の
「
異
学
の
禁
」
に
よ
り
「
懐

徳
堂
は
も
は
や
学
風
暖
昧
な
一
郷
学
で
は
な
く
な
り
、
十
八
世
紀
後
半
の
教
育

で
の
議
論
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
に
柤
侠
の
「
偏
向
」

を
批
判
し
た
蘭
洲
の
学
問
に
し
て
も
、
実
践
的
関
心
の
影
響
か
ら
無
縁
で
は
あ

り
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
近
世
日
本
の
儒
学
者
に
と
っ
て
、
天
皇
と
放
伐

論
の
緊
張
関
係
は
、
時
代
を
下
る
ほ
ど
に
重
み
を
増
し
た
。
著
者
が
崎
門
の
諸

儒
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
よ
う
な
類
型
化
を
、
新
井
白
石
や
懐
徳
堂
の
同
人
も

含
め
て
展
開
す
る
こ
と
で
、
「
皇
国
」
意
識
の
浸
透
と
い
う
問
題
が
よ
り
明
ら

か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

四
最
後
に

界
と
思
想
界
の
一
重
鎮
と
な
っ
て
全
国
範
囲
の
朱
子
学
主
導
の
教
育
の
振
興
に

相
当
な
影
響
を
与
え
た
」
（
９
頁
）
と
言
う
。
こ
の
教
育
の
振
興
と
い
う
観
点、

か
ら
見
る
な
ら
ば
、
懐
徳
堂
は
庶
民
教
育
を
通
じ
た
「
社
会
気
風
の
矯
正
や
幕

、
、
、
、
、
、
、
、

藩
体
制
の
基
盤
補
強
」
（
Ⅲ
頁
）
に
一
役
も
二
役
も
買
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
は
、
単
に
支
配
体
制
の
強
化
に
奉

仕
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
見
な
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
無
鬼
論
や
仏
教
批
判
の

主
張
に
、
幕
府
の
宗
教
政
策
と
は
相
容
れ
な
い
「
高
踏
的
な
一
面
」
を
見
出
す

著
者
は
、
そ
の
批
判
精
神
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
町
人
と
の
関
係
も
、
幕
府
と
の
関
係
と
同
様
、
微
妙
で
あ
っ
た
。
一
方

で
、
懐
徳
堂
の
思
想
は
、
庶
民
の
社
会
的
な
存
在
価
値
を
裏
付
け
る
役
割
を
果

た
し
た
（
岬
頁
）
。
し
か
し
蘭
洲
の
行
っ
た
「
異
学
の
禁
」
は
、
町
人
の
学
習

志
向
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
無
鬼
論
の
立
場
は
、
町
人
の
世

界
観
と
は
掛
け
離
れ
た
も
の
で
あ
り
続
け
た
。
幕
末
に
お
い
て
も
な
お
、
無
鬼

論
を
め
ぐ
る
論
争
が
激
し
く
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
第
六
章
第
三
節
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
、
懐
徳
堂
最
後
の
教
授
並
河
寒
泉
の
『
弁
怪
」
を
め
ぐ
る
論
戦
に
よ
く

現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
懐
徳
堂
朱
子
学
」
の
諸
相
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
の
、
そ

の
位
置
付
け
を
め
ぐ
っ
て
は
あ
い
ま
い
さ
も
残
さ
れ
て
い
る
。
近
世
日
本
に
お

け
る
朱
子
学
受
容
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
懐
徳
堂
を
位
置
付
け
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
大
き
な
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
本
書
が

近
世
日
本
の
儒
学
を
捉
え
直
し
、
新
た
な
物
語
を
構
築
す
る
た
め
の
素
材
を
満

載
し
た
興
味
深
い
著
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
北
海
道
大
学
助
教
授
）

一
四
五


