
え
な
か
っ
た
。
永
月
に
亙
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
た
一
つ
の
体
系
を
前
に
、
臆

面
も
な
く
敢
え
て
連
ね
た
些
か
の
批
評
は
、
自
ら
の
研
究
姿
勢
を
点
検
し
、

自
戒
す
る
意
味
を
も
込
め
て
の
も
の
で
あ
る
。
批
判
は
た
や
す
い
。
が
、
著

者
の
目
論
み
格
闘
し
て
い
る
課
題
の
重
さ
に
着
目
す
る
と
き
、
そ
の
苦
悶
が

ひ
と
り
著
者
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
古
代
歌
謡
の
、
と
い
う
よ
り
も
古
代

文
学
の
研
究
に
立
ち
会
う
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
お

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

著
者
に
は
、
他
に
初
期
万
葉
集
に
つ
い
て
の
論
槁
等
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が

総
合
さ
れ
て
、
さ
ら
に
多
角
的
な
古
代
歌
謡
（
古
代
の
ゥ
タ
）
の
構
造
の
論
が

示
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
待
ち
た
い
と
思
う
。
さ
ぞ
か
し
見
当
外
れ
の
言

述
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
宮
岡
薫
著
『
古
代
歌
謡
の
構
造
』
、
新
典
社
、
昭
和
六
二
年

一
○
月
刊
、
四
一
五
ペ
ー
ジ
、
九
八
○
○
円
）

（
こ
ま
き
．
さ
と
し
同
志
社
大
学
教
授
）

書
評上

田
博
著
「
石
川
啄
木
の
文
学
』
を
読
む

太
田
登

近
年
の
啄
木
研
究
は
従
来
の
伝
記
研
究
に
か
た
む
き
が
ち
で
あ
っ
た
動
向

に
清
新
な
潮
流
を
呼
び
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
最
前
線
に
著
者
上
田
博

が
い
る
。
か
つ
て
『
啄
木
小
説
の
世
界
』
（
昭
弱
・
９
双
文
社
出
版
）
で
ほ

と
ん
ど
黙
殺
に
ち
か
い
扱
い
方
を
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
小
説
を
そ
の
犀
利
な

分
析
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
ら
せ
た
著
者
は
、
「
日
本
近
代
文
学
の
総
体
の
う

ち
に
き
わ
め
て
高
い
位
置
を
占
め
る
」
（
小
田
切
秀
雄
）
、
「
明
治
期
の
文
芸
評

論
の
第
一
級
の
古
典
に
属
す
る
」
（
猪
野
謙
二
）
と
さ
れ
な
が
ら
ト
ー
タ
ル
に

把
握
さ
れ
て
い
な
い
評
論
に
も
鋭
い
切
り
こ
み
を
示
し
た
。

本
書
は
、
評
論
研
究
の
対
象
と
な
る
八
十
篇
の
う
ち
か
ら
九
篇
を
選
び
、

そ
れ
ぞ
れ
を
ひ
と
つ
の
「
作
品
」
と
し
て
読
解
し
て
ゆ
く
「
評
論
篇
」
と
、

前
著
で
論
じ
の
こ
し
た
小
説
を
対
象
と
し
た
「
小
説
篇
」
の
二
部
か
ら
成
っ

て
い
る
。
第
一
部
の
「
評
論
篇
」
の
冒
頭
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
序
説
啄
木

評
論
の
展
開
」
は
、
お
そ
ら
く
本
書
を
成
す
際
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
論
考
の

よ
う
に
み
え
る
が
、
著
者
自
身
の
多
年
の
啄
木
研
究
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
た

航
海
表
の
公
開
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
前
著
で
は
そ
の
巻
頭
の
「
序
説

・
小
説
家
啄
木
」
で
十
五
篇
の
小
説
を
四
期
に
区
分
さ
れ
た
文
学
的
生
涯
に

よ
っ
て
跡
づ
け
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
同
様
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
小
説
・
評
論
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
れ
を
啄
木
自
身
の
文
学
的
立
場

の
展
開
に
そ
い
な
が
ら
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
方
向
が

著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
ざ
や
か
に
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

と
も
か
く
、
評
者
啄
木
の
批
評
的
立
場
を
三
期
に
分
け
て
、
そ
の
史
的
展
開

の
諸
相
の
特
質
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
期
（
明
弘
・
９
１
狐
・
２
）
で
は
、
「
啄

木
は
樗
牛
に
よ
っ
て
個
人
主
義
を
確
立
し
、
噸
風
に
よ
っ
て
普
遍
性
を
広
げ

つ
つ
そ
の
根
底
を
深
め
た
」
と
こ
ろ
に
こ
の
時
期
の
批
評
的
立
場
の
特
徴
を

み
る
。
第
二
期
（
明
狐
’
３
１
甥
・
５
）
で
は
、
天
才
主
義
的
人
間
観
か
ら

「
普
通
人
」
的
人
間
観
へ
の
、
浪
漫
主
義
的
文
学
観
か
ら
自
然
主
義
的
文
学

」
、
』
、

一
ノ
ー
ノ



観
へ
の
転
回
点
に
、
田
中
王
堂
の
い
う
「
具
体
理
想
主
義
」
Ⅱ
プ
ラ
グ
マ
チ

ズ
ム
の
影
響
を
う
け
た
「
弓
町
よ
り
」
を
位
置
づ
け
、
思
想
的
に
も
文
学
的

に
も
あ
ら
た
な
批
評
的
見
地
を
求
め
て
模
索
す
る
痕
跡
を
た
ど
る
。
第
三
期

（
明
妃
・
６
１
妬
・
１
）
で
は
、
「
事
実
」
を
発
掘
し
、
そ
れ
を
作
品
化
す
る
記

録
文
学
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
大
逆
事
件
に
関
す
る
〈
書
く
〉
行
為
を
明
ら

か
に
す
る
。
「
硝
子
窓
」
（
明
娚
・
６
）
を
書
く
啄
木
の
「
傷
の
痛
み
」
が
「
押

え
き
れ
な
い
不
安
と
焦
燥
の
う
ち
に
大
逆
事
件
に
遭
遇
す
る
」
（
Ｐ
”
）
と
い

う
見
解
は
あ
ま
り
に
も
明
快
に
割
り
切
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
「
表

現
の
直
接
性
」
に
お
い
て
短
歌
と
評
論
と
が
共
通
性
を
も
つ
と
い
う
観
点
か

ら
、
〈
自
ら
も
傷
つ
く
こ
と
の
湛
大
な
ジ
ャ
ン
ル
〉
で
あ
る
評
論
の
史
的
展

開
を
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
大
き
な
敬
意
を

は
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

き
て
、
第
一
期
で
は
、
「
戦
雲
余
録
」
（
明
師
・
３
．
３
１
３
．
泊
）
「
渋
民
村

よ
り
」
（
明
訂
・
４
．
躯
１
５
．
１
）
「
秋
草
一
束
」
（
明
師
・
皿
）
「
閑
天
地
」

（
明
謁
・
６
．
９
１
７
．
出
）
に
よ
っ
て
、
啄
木
に
お
け
る
ロ
マ
ン
的
自
我
の
あ

り
よ
う
を
検
証
す
る
。
啄
木
に
と
っ
て
日
露
戦
争
は
た
し
か
に
「
ロ
マ
ン
的

自
我
の
拡
大
再
生
産
の
格
好
の
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
露
戦
争
の
開
戦
か

ら
終
結
に
い
た
る
時
期
の
啄
木
の
ロ
マ
ン
的
自
我
の
行
方
を
ま
さ
に
「
戦
雲

余
録
」
か
ら
「
渋
民
村
よ
り
」
と
い
う
文
脈
の
微
妙
な
推
移
の
な
か
に
著
者
は

鋭
敏
に
察
知
す
る
。
「
啄
木
は
、
樗
牛
的
な
る
も
の
を
引
き
摺
り
な
が
ら
、
咽

風
の
人
格
と
認
識
を
水
先
案
内
に
し
て
、
自
己
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
そ
れ

自
体
を
相
対
化
し
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
索
す
る
方
向
へ
進
み
出
て

い
た
」
と
。
そ
し
て
、
「
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
索
す
る
方
向
」
は
、
次

『
石
川
啄
木
の
文
学
』
を
読
む

章
の
「
秋
草
一
束
」
論
で
よ
り
具
体
的
に
考
察
さ
れ
る
。
「
秋
草
一
束
」
が
初

期
評
論
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
自
明
の
こ
と
で
あ
る

が
、
第
二
期
の
「
き
れ
ぎ
れ
に
心
に
浮
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
（
明
哩
・
岨
）
論

と
と
も
に
そ
の
言
及
に
は
啄
木
評
論
を
「
作
品
」
と
し
て
読
解
し
た
い
と
い

う
著
者
独
自
の
内
的
モ
チ
ー
フ
が
あ
ま
ね
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
も
あ
れ
、
樗
牛
・
咽
風
の
ロ
マ
ン
主
義
に
そ
の
形
質
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、

そ
れ
ら
と
微
妙
な
ズ
レ
を
生
み
だ
す
啄
木
の
場
合
は
、
樗
牛
が
日
蓮
を
、
噸

風
が
ワ
グ
ネ
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
マ
ン
的
心
情
の
焦
点
に
結
ぶ
対
象
と
し
て

も
ち
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
い
ま
だ
そ
の
対
象
を
所
有
し
え
て
い
な
い
と

著
者
は
説
く
。
か
か
る
差
等
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
「
両
者
の
ロ
マ
ン
主
義

の
、
そ
の
後
に
描
か
れ
る
軌
跡
の
方
向
の
分
岐
が
す
で
に
予
想
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
」
。
が
、
あ
え
て
著
者
の
言
辞
に
こ
だ
わ
る
か
た
ち
で
い

え
ば
、
啄
木
の
場
合
は
「
自
信
」
か
「
盲
信
」
か
と
ま
さ
に
自
問
し
な
が
ら

〈
我
れ
〉
み
ず
か
ら
を
そ
の
対
象
と
す
る
詩
人
意
識
が
存
在
の
基
盤
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
別
言
す
れ
ば
、
す
で
に
木
股
知
史
も
指
摘
す
る
よ
う
に

「
樗
牛
か
ら
噸
風
へ
と
い
う
一
方
通
行
の
回
路
に
、
初
期
批
評
の
振
幅
を
封

じ
込
め
て
し
ま
う
と
〈
第
三
期
〉
に
お
け
る
樗
牛
へ
の
関
心
の
復
活
の
理
路

を
解
明
で
き
な
く
な
る
。
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
“
・
３
）
と
い
う
お
そ
れ
も
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

「
閑
天
地
」
論
で
は
、
土
井
晩
翠
を
さ
し
て
「
幸
福
な
る
詩
人
」
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
啄
木
の
内
心
に
、
「
〈
赤
門
校
裡
の
書
窓
よ
り
新
声
を
絶
叫
し
た

る
〉
詩
人
と
い
う
意
味
を
越
え
る
あ
る
意
味
」
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
「
傷
つ
い
た
〈
現
在
〉
を
〈
過
去
〉
に
よ
っ
て
慰
撫
し
、
霊

的
根
拠
を
確
認
し
、
〈
未
来
〉
へ
向
け
て
生
命
を
自
ら
の
う
ち
に
汲
み
上
げ

六
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る
」
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
。

つ
づ
く
第
二
期
で
は
、
「
汗
に
濡
れ
つ
き
」
（
明
婬
・
７
．
妬
１
８
．
５
）
「
き

れ
ぎ
れ
に
心
に
浮
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
「
文
学
と
政
治
」
（
明
蛇
・
辺
・
田
、
皿
）

に
よ
っ
て
、
浪
漫
主
義
的
文
学
観
か
ら
自
然
主
義
的
文
学
観
に
い
た
る
批
評

活
動
の
内
実
を
究
明
す
る
。
「
汗
に
濡
れ
つ
ゞ
」
論
は
、
第
三
期
の
「
我
が
簸

近
の
興
味
」
（
明
娼
・
７
）
論
と
と
も
に
そ
の
し
な
や
か
な
文
体
に
よ
っ
て
、

書
き
お
ろ
し
の
も
つ
さ
わ
や
か
な
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
日
常
生
活
の
〈
玻

末
〉
の
な
か
に
意
味
を
発
見
す
る
喜
び
に
よ
っ
て
、
「
二
重
化
し
た
自
己
を

傭
撤
す
る
」
立
脚
地
点
に
よ
う
や
く
啄
木
は
立
ち
え
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
汗

に
濡
れ
つ
ゞ
」
は
、
「
啄
木
の
文
学
的
・
思
想
的
・
人
間
的
な
展
開
の
う
ち

に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
分
水
嶺
の
位
置
を
占
め
る
評
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
」
と
著
者
は
断
言
す
る
。
し
か
し
、
あ
の
八
方
ふ
さ
が
り
の
半
独
身
者

生
活
を
知
る
わ
れ
わ
れ
に
は
、
こ
の
断
言
は
「
ち
と
奇
麗
事
す
ぎ
る
」
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
章
を
読
み
お
え
た
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
こ

そ
あ
え
て
軽
妙
に
書
き
流
す
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
う
著
者
特
有
の
レ
ト
リ
ッ

ク
の
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
き
れ
ぎ
れ
に
心
に
浮
ん
だ

感
じ
と
回
想
」
論
は
、
木
股
知
史
も
看
破
し
た
よ
う
に
「
各
論
の
中
で
も
つ

、
、
、
、
、

と
も
ス
リ
リ
ン
グ
」
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
れ
が
語
り
お
ろ
し
に
も
似
た
い

わ
ば
上
田
節
の
み
ご
と
な
開
花
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。
な
が
く
著
者
の
仕
事
に
注
目
し
て
き
た
後
学
の
一
人
と
し
て
、
上

ス
タ
イ
ル

田
博
は
こ
の
論
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
文
体
を
築
き
え
た

の
で
は
な
い
か
と
羨
ま
し
く
さ
え
思
う
。
「
今
日
ま
で
こ
の
評
論
に
つ
い
て
、

ト
ー
タ
ル
な
読
み
を
示
し
た
考
察
は
な
か
っ
た
」
が
、
著
者
の
そ
の
鮮
度
の

た
か
い
文
体
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
ト
ー
タ
ル
な
読
み
が
示
さ
れ
た
と
い
っ
て

も
よ
い
。
そ
の
意
味
で
も
本
耆
を
手
に
す
る
読
者
は
、
取
り
あ
え
ず
こ
の
章

か
ら
読
み
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
「
汗
に
濡
れ
つ
ゞ
」
論
を
い
か

に
軽
や
か
に
書
き
、
「
き
れ
ぎ
れ
に
心
に
浮
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
論
を
い
か
に

ス
リ
リ
ン
グ
に
書
く
の
か
と
い
う
、
心
に
く
い
ば
か
り
の
も
く
ろ
み
に
驚
嘆

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
啄
木
の
評
論
が
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
ら
れ
る
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
所
以
も
お
の
ず

か
ら
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
王
堂
田
中
喜
一
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
哲
学
的
立
場
を
理
論

的
根
拠
と
し
て
、
啄
木
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
二
重
の
生
活
」
を
克
服
し
、

「
生
活
を
真
に
統
こ
し
よ
う
と
し
た
か
を
、
こ
の
評
論
か
ら
著
者
は
「
読

み
」
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
〈
理
想
〉
を
つ
つ
ま
し
い
日
常
生
活
の
内

側
に
発
見
し
、
そ
の
日
常
の
裂
け
目
を
再
統
一
す
る
方
向
を
探
ぐ
る
こ
と
に

あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
。
自
己
の
批
評
的
基
準
は
た
と
え
断
片
の
集
積
で

う
ち
の
り

あ
る
に
せ
よ
生
活
の
内
法
を
計
測
す
る
こ
と
で
し
か
求
め
ら
れ
な
い
。
か

、
、
、
、

か
る
生
活
詩
観
に
立
て
ば
、
こ
の
評
論
は
啄
木
の
思
想
的
展
開
に
お
い
て
「
中

じ
き
り
」
の
意
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
否
、
そ
れ
だ
け
に
と
い
う
べ
き
か
、

「
食
ふ
べ
き
詩
」
が
「
詩
人
啄
木
に
と
っ
て
も
大
事
な
中
じ
き
り
で
あ
っ
た
。
」

と
い
う
今
井
泰
子
の
指
摘
を
引
き
合
い
に
出
す
の
な
ら
ば
、
む
し
ろ
第
三
期

、
、
、
、

の
「
硝
子
窓
」
（
明
娼
・
６
）
を
啄
木
の
思
想
上
の
中
じ
き
り
と
す
る
今
井
の

立
論
の
あ
り
よ
う
を
、
さ
ら
に
「
食
ふ
べ
き
詩
」
を
も
っ
て
今
井
説
に
反
論

す
る
石
井
勉
次
郎
の
論
考
を
本
論
に
組
み
こ
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

丙
ノ
０
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「
文
学
と
政
治
」
論
で
は
、
「
積
極
的
自
然
主
義
」
を
自
己
の
文
学
理
念
と

し
て
ひ
そ
か
に
そ
の
念
頭
に
置
い
て
い
た
啄
木
が
田
中
王
堂
の
「
具
体
的
理

想
主
義
」
を
基
盤
に
据
え
て
、
島
村
抱
月
の
い
う
〈
画
一
線
〉
の
も
と
に
自

閑
す
る
自
然
主
義
論
と
は
異
な
る
み
ず
か
ら
の
自
然
主
義
論
の
内
実
化
に
向

か
う
軌
跡
を
明
確
に
す
る
。

さ
ら
に
、
第
三
期
で
は
、
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
（
明
蝿
・
８
禍
）
「
我
が
鹸

近
の
興
味
」
「
平
信
」
（
明
“
．
ｎ
．
３
１
，
．
鴫
稿
）
に
よ
っ
て
、
大
逆
事
件

に
か
か
わ
る
「
文
明
批
評
」
に
記
録
文
学
と
し
て
あ
ら
た
な
文
学
概
念
の
形

成
を
検
討
す
る
。
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
論
で
は
、
魚
住
折
麓
の
「
自
己
主
張

の
思
想
と
し
て
の
自
然
主
義
」
へ
の
反
措
定
と
い
う
思
想
的
文
脈
の
な
か
に

折
蘆
と
樗
牛
と
を
と
も
ど
も
引
き
こ
む
手
口
に
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
を
書

く
啄
木
の
意
図
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
「
自
己
の
浪
漫
主
義
的
思

考
の
主
柱
で
あ
っ
た
〈
樗
牛
〉
的
思
考
、
世
俗
か
ら
の
敗
亡
意
識
と
闘
う
武

器
で
も
あ
っ
た
選
良
意
識
、
天
才
意
識
の
自
己
精
算
の
意
味
」
を
著
者
は
き

わ
め
て
明
快
に
副
出
す
る
。
か
か
る
著
者
の
論
点
に
従
え
ば
こ
そ
、
第
一
期

、
、
、

で
の
前
述
の
お
そ
れ
も
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ
だ
と
は
い
え
ま
い
。
や
や
性

急
に
い
え
ば
、
「
私
の
文
学
に
求
む
る
所
は
批
評
で
あ
る
」
と
い
う
「
時
代
閉

塞
の
現
状
」
の
有
名
な
結
句
は
、
樗
牛
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
「
勇
ま
し
い

人
生
の
戦
士
」
た
ら
ん
と
す
る
自
己
規
定
を
命
脈
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
た
と
え
「
無
邪
気
な
る
愛
国
の
赤
子
、
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
無
邪
気

な
る
好
戦
国
民
の
一
人
で
あ
っ
た
」
（
明
虹
・
９
．
班
日
記
）
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
自
己
規
定
が
啄
木
の
内
部
か
ら
次
第
に
光
彩
を
喪
っ
て
ゆ
く
に
せ
よ
、

「
強
権
」
国
家
と
闘
う
た
め
に
は
最
後
に
の
こ
さ
れ
た
有
効
な
武
器
で
あ
り

『
石
川
啄
木
の
文
学
』
を
読
む

え
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
著
者
の
い
う
「
〈
国
家
〉
個
人
と
の
全
般

的
な
考
察
を
基
礎
に
、
人
間
主
体
の
確
立
を
企
て
る
」
た
め
に
も
、
大
逆
事

件
後
の
啄
木
は
廟
風
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
り
は
ず
し
て
樗
牛
と
真
正
面

か
ら
向
き
合
う
か
た
ち
で
、
三
十
年
代
後
半
の
〈
宗
教
的
欲
求
の
時
代
〉
に

お
け
る
個
人
と
国
家
と
の
確
執
の
内
実
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
ぬ
位
置
に
立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
我
が
最
近
の
興
味
」
論
は
、
永
井
荷
風
・
森
鴎
外
・
木
下
杢
太
郎
ら
の

ま
な
ざ
し
に
映
っ
た
車
内
と
街
上
の
光
景
の
あ
り
よ
う
を
比
較
し
な
が
ら
、

、
、

啄
木
の
車
中
で
民
衆
を
「
観
察
」
す
る
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
。
車
内
と
い

う
空
間
は
、
い
わ
ば
他
者
の
視
線
に
と
り
か
こ
ま
れ
つ
つ
「
個
」
と
し
て
の

人
間
認
識
を
多
彩
に
紡
ぎ
だ
す
世
界
で
も
あ
る
。
剣
持
武
彦
に
も
「
車
内
空

間
と
近
代
小
説
」
（
『
事
実
と
虚
構
』
昭
創
・
６
）
と
い
う
興
味
あ
る
モ
チ
ー
フ
へ

の
論
及
が
あ
る
が
、
著
者
の
そ
れ
は
民
衆
の
個
と
の
あ
い
だ
に
交
錯
す
る
行

動
と
心
理
の
機
微
を
〈
あ
る
べ
き
現
実
〉
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
で
と
ら
え
よ

う
と
す
る
１
’
－
－
ク
な
視
点
を
も
亀
「
平
信
」
論
で
は
、
貧
困
と
病
苦
の
な

か
で
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
の
思
想
的
結
合
を
め
ざ
し
つ
つ
、
公
開
書
簡
体
の
ス

タ
イ
ル
で
岡
山
儀
七
宛
に
手
紙
を
書
く
志
に
「
時
機
を
待
つ
人
」
の
群
れ
か

ら
ど
れ
ほ
ど
遠
去
か
る
こ
と
が
可
能
か
を
賭
け
よ
う
と
す
る
啄
木
の
真
意
を

く
み
と
る
。

第
二
部
の
「
小
説
篇
」
は
、
冒
頭
の
「
啄
木
と
白
鳥
」
を
別
に
す
れ
ば
、

「
葬
列
」
「
漂
泊
」
「
天
鴛
絨
」
「
二
筋
の
血
」
「
葉
書
」
「
道
」
に
関
す
る
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
作
品
論
を
ま
と
め
て
い
る
。
「
啄
木
と
白
鳥
」
論
は
、
評
論

と
小
説
と
の
か
か
わ
り
を
い
わ
ば
啄
木
文
学
全
体
の
枠
組
み
で
と
ら
え
よ
う

六
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と
す
る
重
要
な
視
点
を
も
つ
。
啄
木
に
お
け
る
〈
白
鳥
的
〉
な
る
も
の
へ
の

反
発
、
交
差
、
接
近
、
離
反
の
様
相
を
二
人
の
交
渉
と
そ
の
作
品
の
比
較
と

に
よ
っ
て
分
析
す
る
。
と
く
に
白
鳥
的
人
間
像
と
の
本
質
的
な
差
違
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
前
著
所
収
の
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
論
に
よ
り
深
い
読
み

こ
み
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
「
葬
列
」

論
で
は
、
モ
デ
ル
問
題
に
新
局
面
を
ひ
ら
き
、
評
論
「
林
中
書
」
で
高
揚
し

た
啄
木
の
浪
漫
主
義
の
骨
格
を
「
葬
列
」
の
小
説
行
為
そ
の
も
の
に
掘
り
お

こ
そ
う
と
す
る
。
北
海
道
に
そ
の
足
跡
を
記
し
た
小
説
第
一
作
「
漂
泊
」
に
、

「
近
代
市
民
社
会
か
ら
の
落
伍
者
の
意
識
」
に
も
と
ず
く
啄
木
の
自
然
主
義

的
傾
向
を
さ
ぐ
る
「
漂
泊
」
論
。
都
市
の
「
劣
敗
者
」
の
「
思
郷
の
涙
」
と

も
い
う
べ
き
「
天
鴬
絨
」
に
、
お
定
の
形
象
か
ら
「
故
郷
（
農
村
）
Ⅱ
自
然
」

「
東
京
（
都
市
）
Ⅱ
非
自
然
」
の
構
図
を
引
き
出
し
、
現
実
の
場
で
宙
吊
り
に

な
っ
た
啄
木
に
と
っ
て
の
〈
故
郷
〉
の
意
味
を
考
察
す
る
「
天
鴬
絨
」
論
。

「
二
筋
の
血
」
論
で
は
、
国
木
田
独
歩
「
画
の
悲
み
」
と
の
関
連
に
注
目
し
、

小
説
の
主
題
が
「
智
慧
の
女
神
」
へ
の
懐
疑
に
生
起
す
る
こ
と
を
読
み
と
る
。

白
鳥
・
独
歩
と
な
ら
ん
で
田
山
花
袋
に
も
切
実
な
影
稗
を
う
け
た
啄
木
は
、

ま
さ
に
花
袋
文
学
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
か
た
ち
で
小
説
「
葉
書
」
を
書
こ

う
と
す
る
。
「
葉
書
」
論
で
は
、
「
田
舎
教
師
」
の
創
作
方
法
に
ひ
き
ず
ら
れ

な
が
ら
も
「
き
れ
ぎ
れ
に
心
に
浮
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
で
〈
田
山
氏
の
人
と

し
て
の
卑
怯
〉
を
き
び
し
く
突
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
啄
木
の
内
的
状
況
に

つ
い
て
言
及
す
る
。
も
っ
と
も
、
花
袋
の
い
う
「
描
写
」
を
前
面
に
押
し
出

す
こ
と
で
「
徹
底
的
象
徴
主
義
」
を
め
ざ
し
た
「
道
」
も
失
敗
作
で
あ
っ
た

と
啄
木
は
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
道
」
論
で
は
、
「
青
年
が
老
人
を
噛
う

そ
の
不
毛
性
」
に
失
敗
の
意
味
を
と
き
あ
か
す
。

著
者
は
、
本
書
の
あ
と
が
き
で
「
こ
れ
で
一
通
り
は
啄
木
の
全
小
説
を
読

ん
だ
こ
と
に
な
る
。
内
容
は
と
も
か
く
、
わ
け
も
な
く
ほ
っ
と
し
て
い
る
。
」

と
い
う
。
本
書
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
が
、

、
、

「
平
信
」
を
含
む
大
逆
事
件
に
か
か
わ
る
一
連
の
評
論
（
記
録
）
を
〈
書
く
〉

行
為
が
晩
年
の
啄
木
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
深
い
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う

問
い
か
け
に
は
こ
こ
ろ
よ
い
興
奮
さ
え
覚
え
た
。
さ
ら
に
啄
木
文
学
の
諸
ジ

ャ
ン
ル
を
有
機
的
に
通
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
が
テ
キ
ス
ト
の
繊
密
な
読

み
を
可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
「
天
鴦
絨
」
論
で
の
「
暇
ナ
時
」
詠
出
歌
へ

の
目
配
り
や
、
「
道
」
論
で
の
評
論
「
汗
に
濡
れ
つ
ゞ
」
へ
の
言
及
に
そ
れ
は

明
白
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
の
巻
末
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
啄
木
評
論
・
感
想
執
筆
年
表
」

「
石
川
啄
木
年
譜
」
「
石
川
啄
木
参
考
文
献
」
に
も
著
者
の
研
究
方
法
の
成
果

は
あ
ま
ね
く
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
本
書
で
論
じ

残
し
た
「
古
酒
新
酒
」
「
林
中
書
」
「
卓
上
一
枝
」
「
弓
町
よ
り
」
「
硝
子
窓
」

な
ど
の
評
論
を
含
め
た
啄
木
論
が
よ
り
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か

で
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
を
心
よ
り
期
待
し
た
い
。

（
昭
和
六
十
二
年
四
月
、
桜
楓
社
刊
、
三
一
・
八
頁
四
八
○
○
円
）

（
お
お
た
．
の
ぼ
る
天
理
大
学
助
教
授
）
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