
Title 教育者としての三谷隆正 

Author(s) 村松, 晋 

Citation キリスト教と諸学 : 論集, Volume24, 2009.3 : 59-83 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=3250 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE



教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正

キナ

仏
A

L
b
-

ヨ豆
日

問
題
の
所
在

今
日
は
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
と
い
う
題
目
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
の
主
題
の
三
谷
隆
正
は
、
現
在
そ

れ
ほ
ど
知
ら
れ
た
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
三
谷
と
は
対
照
的
に
、
今
な
お
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
南
原
繁
や
矢
内
原
忠
雄

ら
が
、
生
前
、
最
も
信
頼
を
寄
せ
た
存
在
の
一
人
で
あ
り
、
彼
ら
同
様
、
主
と
し
て
新
渡
戸
稲
造
と
内
村
鑑
三
の
影
響
の
下
で
自
己
形

成
を
な
し
、
近
代
日
本
の
直
面
し
た
諸
々
の
問
題
と
、
世
界
観
の
レ
ベ
ル
か
ら
根
源
的
に
対
峠
す
る
こ
と
を
得
た
、
類
い
ま
れ
な
思
想

家
の
一
人
と
目
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
人
名
事
典
」
風
の
こ
う
し
た
解
説
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
三
谷
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
い
て
時
代
思
潮
と

根
底
か
ら
向
き
合
っ
た
、
近
代
日
本
に
稀
有
な
思
想
家
と
し
て
、
我
々
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
存
在
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を

も
っ
て
三
谷
を
単
な
る
「
思
索
の
人
」
、
「
書
斎
の
人
」
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
三
谷
が
己
の
天
職
と
し
て
選
び
取
っ
た
の
は
、
旧
制
高
校
の
教
師
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
法
哲
学
や
国
家
論
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を
講
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
教
室
の
外
に
お
い
て
も
求
め
に
応
じ
、
二
十
歳
前
後
の
若
き
魂
と
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
に
、
終
生
、
使
命

感
を
抱
き
続
け
た
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

60 

こ
の
点
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
は
三
谷
の
み
な
ら
ず
、
南
原
に
し
ろ
矢
内
原
に
し
ろ
、
そ
し
て
後
述
す
る
丸
山
員

男
に
し
ろ
、
近
代
日
本
の
「
思
想
家
」
と
称
さ
れ
る
存
在
は
、
お
し
な
べ
て
大
学
等
の
「
教
員
」
と
し
て
の
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
た
と
え
ば
丸
山
員
男
を
囲
む
「
六

O
年
の
鈴
」
の
存
続
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
「
教
育
者
」
と
し
て
も
ま
た
、
学
生
に
大
き
な
影
響

を
与
え
続
け
た
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
我
々
が
、

そ
う
し
た
思
想
家
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら

が
書
き
残
し
た
も
の
を
論
理
的
に
再
構
成
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
教
育
者
と
し
て
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
と
い
う
ア

ブ
ロ
ー
チ
が
、
も
っ
と
重
視
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。

2 

「
他
者
感
覚
」
に
つ
い
て

|
i
丸
山
員
男
の
「
遺

そ
こ
で
今
日
は
、
私
自
身
、
長
年
、
三
谷
隆
正
を
論
じ
な
が
ら
も
、
こ
れ
ま
で
試
み
て
こ
な
か
っ
た
考
察
、
す
な
わ
ち
「
教
育
者
と

し
て
の
三
谷
隆
正
」
に
新
し
く
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
、
「
三
谷
先
生
」
と
し
て
敬
愛
さ

れ
た
そ
の
あ
り
ょ
う
を
、
最
も
的
確
に
表
す
言
葉
と
し
て
、
私
は
こ
こ
に
、
先
ほ
ど
触
れ
た
丸
山
が
、
恩
師
で
あ
る
南
原
繁
を
評
し
た

ひ
と
言
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

丸
山
は
自
分
が
研
究
者
を
志
す
に
あ
た
り
、
「
南
原
繁
と
い
う
人
格
と
学
問
に
出
会
っ
た
と
い
う
の
が
大
き
い
」
と
語
っ
て
お
り
ま
す

が
、
彼
が
そ
の
南
原
を
回
顧
す
る
際
に
繰
り
返
し
触
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
実
に
南
原
の
人
格
、
こ
と
に
そ
の
「
寛
容
さ
」
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
彼
は
、
南
原
没
後
間
も
な
く
編
ま
れ
た
『
回
想
の
南
原
繁
』
に
寄
せ
た
一
文
で
、
「
最
大
の
恩
師
」
南
原
を



」
う
評
し
て
い
ま
す
。

己
を
律
す
る
厳
し
さ
と
、
他
人
の
他
者
と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
た
い
す
る
寛
容
と
、
こ
の
二
者
が
先
生
の
場
合
の
よ
う
に
一

個
の
人
格
の
な
か
に
融
合
し
て
い
る
例
に
、
私
は
今
日
ま
で
あ
ま
り
遭
遇
し
た
こ
と
は
な
い
(
傍
点
原
文
)
。

「
他
者
と
し
て
」
の
部
分
に
、
丸
山
が
傍
点
を
振
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
思
い
は
丸
山
と
い
う
人

間
の
根
幹
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
彼
は
こ
れ
と
同
趣
旨
の
事
柄
を
、
「
最
大
の
思
師
」
の
み
な
ら
ず
「
最
大
の
畏
友
」

を
回
顧
す
る
文
章
で
も
述
べ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
丸
山
の
眼
を
啓
い
た
思

想
家
・
竹
内
好
を
顧
み
た
一
文
で
す
。
そ
こ
で
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
人
な
り
の
立
場
か
ら
一
つ
の
決
断
を
し
た
場
合
に
は
、
自
分
な
ら
ば
そ
う
行
動
し
な
い
と
思
っ
て
も
、

そ
の
人
の
行
き
方

を
尊
重
す
る
と
い
う
原
理
と
し
て
の
『
寛
容
』
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
:
:
:
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内

側
か
ら
理
解
す
る
自
で
す
。

南
原
に
対
し
て
言
わ
れ
た
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
対
す
る
寛
容
」
と
同
様
の
こ
と
が
、

よ
り
具
体
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

教育者としての三谷隆正

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
丸
山
の
回
想
に
現
れ
た
こ
れ
ら
共
通
の
強
調
点
は
、
単
に
南
原
や
竹
内
と
い
う
「
他
人
の
他
者

と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
対
す
る
寛
容
」
を
持
っ
た
「
親
し
き
知
己
」
を
失
っ
て
「
残
念
」
だ
な
ど
と
い
う
、
「
個
人
レ
ベ
ル
」
の
慨
嘆

に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

丸
山
の
教
師
と
し
て
の
事
実
上
の
「
遺
言
」
、
す
な
わ
ち
「
戦
後
五

O
年
」
に
あ
た
る
一
九
九
五
年
も
暮
れ
に
行
わ
れ
た
「
丸
山
ゼ
ミ

有
志
の
会
」
で
、
彼
が
教
え
子
た
ち
に
言
い
残
し
た
こ
と
が
、
現
代
日
本
に
蔓
延
す
る
「
他
者
感
覚
の
な
さ
」
、
「
他
者
と
の
対
話
が
非

常
に
欠
乏
し
て
い
る
」
状
況
を
問
い
質
す
言
葉
で
あ
っ
た
事
実
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
丸
山
が
「
最
大
の
思
師
」
お
よ
び
「
最
大
の
畏
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友
」
を
回
顧
す
る
文
章
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
た
い
す
る
寛
容
」
、
「
そ
の
人
な
り
の
立
場
か
ら
一

62 

つ
の
決
断
を
し
た
場
合
に
は
、
自
分
な
ら
ば
そ
う
行
動
し
な
い
と
思
っ
て
も
、

そ
の
人
の
行
き
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
理
と
し
て
の

『
寛
容
』
」
を
特
記
し
、

そ
の
重
要
性
を
強
調
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
南
原
や
竹
内
が
亡
く
な
っ
た
一
九
七

0
年
代
以
来
、

い
よ
い
よ
日
本
が
そ
う
し
た
原
理
の
対
極
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
社
会
的
な
レ
ベ
ル
で
の
危
機
意
識
に
根
ざ
す
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
は
最
後
に
も
う
一
度
触
れ
ま
す
が
、
今
、
こ
の
自
覚
の
重
要
性
を
確
認
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
、
三
谷
に
師
事
し
た
人
々

が
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
注
目
し
て
み
ま
す
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
、

そ
こ
で
描
写
さ
れ
る
「
三
谷
先
生
」

の
相
貌
こ

そ
は
、
丸
山
が
「
最
大
の
思
師
」
お
よ
び
「
最
大
の
畏
友
」
を
回
顧
す
る
文
章
で
述
べ
、

さ
ら
に
世
紀
末
日
本
へ
の

「
遺
言
」
と
し
て
、

そ
の
必
要
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
精
神
、
す
な
わ
ち
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
た
い
す
る
寛
容
」
、
「
そ
の
人
な
り

の
立
場
か
ら
一
つ
の
決
断
を
し
た
場
合
に
は
、
自
分
な
ら
ば
そ
う
行
動
し
な
い
と
思
っ
て
も
、
そ
の
人
の
行
き
方
を
尊
重
す
る
と
い
う

原
理
と
し
て
の
『
寛
容
』
」
、
ま
さ
に
そ
れ
を
体
現
す
る
あ
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆

正
」
に
肉
迫
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
も
意
義
深
い
試
み
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

3 

「
三
谷
先
生
」

の
相
貌

以
下
、
「
教
え
子
」
ら
に
よ
る
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
の
相
貌
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
三
谷
を
恩
師
と
す
る

一
人
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
精
神
科
医
の
神
谷
美
恵
子
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
女
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
「
前
田
美
恵
子
」

時
代
の
軌
跡
に
焦
点
を
あ
て
た
、
ま
と
ま
っ
た
作
品
が
出
ま
し
た
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
神
谷
美
恵
子



が
医
学
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
年
齢
や
健
康
の
こ
と
も
あ
り
、
周
囲
に
は
反
対
す
る
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
「
終
始
力

づ
よ
く
励
ま
し
」
た
「
数
少
な
い
思
人
の
一
人
」
に
数
え
ら
れ
る
存
在
が
三
谷
隆
正
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

「
励
ま
し
」

は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
女
は
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
を
こ
う
回
想
し
て
い
ま
す
。

と
く
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
先
生
が
決
し
て
教
え
を
た
れ
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
れ
ず
、

い
つ
で
も
友
達
の
よ
う
な
調

子
で
、
こ
ち
ら
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
き
て
下
さ
っ
て
、
若
い
者
と
し
て
の
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る

べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
、

と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
何
も
か
も
わ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、

と
い
う
態
度
を
決
し
て
と
ら

ず
、
た
え
ず
他
者
か
ら
|
|
た
と
え
そ
れ
が
若
い
人
で
あ
っ
て
も
|
|
学
ぼ
う
と
す
る
人
、
こ
れ
こ
そ
真
の
教
育
者
と
い
う
も
の

で
は
な
い
か
。

こ
の
描
写
は
、
丸
山
が
竹
内
好
に
つ
い
て
評
し
た
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、

し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
」
し
よ
う
と

す
る
あ
り
方
そ
の
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
一
文
が
意
義
深
い
の
は
、

そ
れ
が
「
学
生
」
か
っ

「
年
下
の
女
性
」
と
い
う
、
「
教
員
」
や
「
年
長
の
男
性
」
と
の
関
係
上
、
原
理
的
に
「
弱
い
」
立
場
に
お
か
れ
た
他
者
に
示
さ
れ
た
態

度
で
あ
る
と
い
う
点
に
尽
き
て
い
ま
す
。
「
い
つ
で
も
友
達
の
よ
う
な
調
子
で
、
こ
ち
ら
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
き
て

教育者としての三谷隆正

下
さ
っ
て
」
と
い
う
神
谷
の
描
写
は
は
か
ら
ず
も
、
三
谷
が
単
に
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解

す
」
べ
く
努
め
た
と
い
う
の
で
な
く
、
自
分
よ
り
「
弱
い
」
立
場
、
「
困
難
」
な
立
場
に
あ
る
人
に
対
し
て
は
こ
と
さ
ら
に
、
「
他
者
を

し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
す
」

あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、

べ
く
努
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
照
射
す
る
回
想
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。同

様
の
相
貌
は
、
同
じ
く
三
谷
に
師
事
し
た
矢
内
原
伊
作
の
一
文
「
三
谷
隆
正
先
生
の
こ
と
」
に
描
か
れ
た
次
の
一
節
か
ら
も
読
み

取
れ
ま
す
。
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お
説
教
め
い
た
こ
と
は
少
し
も
い
わ
れ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
に
こ
や
か
な
顔
で
、
こ
ち
ら
の
懐
疑
を
そ
そ
の
か
す
ふ
う
の
こ
と

64 

を
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
父
に
は
何
も
い
え
な
か
っ
た
私
も
、
三
谷
先
生
に
は
何
で
も
相
談
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
っ
た
。
理
科
乙
類
に
い
た
私
が
、
京
大
の
哲
学
科
に
行
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
を
先
生
の
影
響
だ
と

は
い
え
な
い
が
、
そ
の
希
望
を
お
話
し
し
て
ご
相
談
申
上
げ
た
と
き
、
積
極
的
に
私
の
希
望
に
賛
成
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
、

の
後
の
私
の
進
路
を
決
定
し
た
と
は
い
え
る
。

そ

矢
内
原
伊
作
が
「
三
谷
先
生
に
は
な
ん
で
も
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
三
谷
が
、
ま

さ
に
学
生
と
い
う
、
自
分
よ
り
「
弱
い
」
立
場
に
あ
る
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、

そ
の

「
考
え
方
や

生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
矢
内
原
の
一

文
に
出
て
く
る
「
父
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
矢
内
原
忠
雄
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
息
子
で
あ
る
矢
内
原
伊
作
は
、
後
に
公
刊
さ

れ
た
『
若
き
日
の
日
記
』
と
題
さ
れ
た
書
籍
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
父
の
厳
格
・
熱
烈
な
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
次
第
に
批
判
的

そ
の
膝
下
を
離
れ
て
京
都
で
哲
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
危
倶
し
た
父
・
忠
雄

が
、
そ
の
親
心
ゆ
え
に
、
ひ
そ
か
に
三
谷
を
訪
ね
て
意
見
を
質
し
た
際
、
「
今
度
は
僕
は
と
め
な
い
」
と
の
答
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
矢
内

に
な
り
、
悩
み
苦
し
ん
だ
あ
げ
く
、

原
忠
雄
の
日
記
が
伝
え
て
い
ま
す
。
三
谷
は
父
・
忠
雄
と
は
逆
に
、
矢
内
原
伊
作
「
の
希
望
に
賛
成
し
」
た
の
で
す
。

三
谷
が
こ
う
応
答
し
得
た
の
は
、
何
よ
り
も
彼
が
、
悩
め
る
若
き
魂
を
、
あ
く
ま
で
「
内
側
か
ら
理
解
」
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持

ち
、
そ
の
上
で
、
た
と
え
学
生
と
は
い
え
「
そ
の
人
な
り
の
立
場
か
ら
一
つ
の
決
断
を
し
た
場
合
に
は
、
自
分
な
ら
ば
そ
う
行
動
し
な

い
と
思
っ
て
も
、
そ
の
人
の
行
き
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
理
と
し
て
の
『
寛
容
』
」
を
持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
「
寛
容
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
描
写
を
付
け
加
え
ま
す
と
、
三
谷
を
追
憶
す
る
教
え

子
た
ち
の
言
葉
に
は
、
た
と
え
ば
、
「
私
は
自
分
の
信
仰
問
題
に
つ
い
て
、
三
谷
先
生
か
ら
は
っ
き
り
し
た
指
示
を
受
け
た
こ
と
は
一
度



も
な
か
っ
た
。
先
生
は
い
つ
も
最
後
の
決
断
は
本
人
に
ま
か
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
評
言
に
類
す
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先

述
の
神
谷
美
恵
子
は
、
三
谷
の
根
幹
を
な
す
、
信
仰
を
め
ぐ
る
態
度
に
関
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
印
象
的
な
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
何
よ
り
も
新
鮮
だ
っ
た
の
は
、
内
村
鑑
三
先
生
の
弟
子
達
の
集
会
が
セ
ク
ト
化
し
、
排
他
的
に
な
っ
て
行
く
の
に

対
し
、
先
生
は
何
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
広
い
、
闘
達
な
と
こ
ろ
を
持
ち
つ
や
つ
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
・
:
先
生
は

無
教
会
主
義
者
、
教
会
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
仏
教
者
、
あ
る
い
は
無
宗
教
者
と
も
広
く
交
流
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ

で
い
て
ご
自
身
の
立
場
は
決
し
て
ゆ
る
が
さ
ず
、
各
種
出
版
物
に
格
調
の
高
い
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
た
。

神
谷
の
回
想
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
思
想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
、

そ
の
論
文
で
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
は
お
り
ま

す
。
し
か
し
、

そ
れ
を
奉
じ
た
学
生
ま
で
拒
む
よ
う
な
こ
と
は
一
切
な
く
、
こ
の
点
、
文
部
省
の

「
思
想
善
導
運
動
」
に
か
か
わ
っ
た

河
合
栄
次
郎
な
ど
と
は
一
線
を
画
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
え
ば
、
三
谷
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
結
婚
後
間
も
な
く

教育者としての三谷隆正

相
次
い
で
妻
子
を
亡
く
し
、
以
後
、
長
く
独
身
を
と
お
し
て
最
晩
年
に
再
婚
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
相
手
は
、
羽
仁
五
郎
の
妹
で
あ
っ

た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
批
判
を
強
め
、
南
原
繁
や
矢
内
原
忠
雄
に
つ
い

て
は
、
や
や
辛
練
な
回
想
を
遺
し
て
い
る
竹
山
道
雄
で
さ
え
、
「
三
谷
先
生
の
追
憶
」
と
題
さ
れ
た
格
調
高
い
追
悼
文
が
象
徴
す
る
と
お

り
、
「
他
人
に
は
け
っ
し
て
洩
ら
さ
な
い
こ
と
ま
で
」
三
谷
に
は
「
告
白
し
た
こ
と
が
あ
る
」
ほ
ど
信
頼
を
寄
せ
、
没
後
も
終
生
「
先

生
」
と
呼
び
、
敬
愛
の
念
を
寄
せ
た
事
実
は
、
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
描
写
が
描
き
出
す
三
谷
の
あ
り
方
は
、
既
に
繰
り
返
し
指
摘
し
た
と
お
り
、
丸
山
が
「
最
大
の
恩
師
」
お
よ
び
「
最
大
の

畏
友
」
を
回
顧
す
る
文
章
で
述
べ
、
さ
ら
に
世
紀
末
日
本
へ
の

「
遺
言
」
と
し
て
、

そ
の
必
要
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
精
神
、
す

な
わ
ち
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
『
行
き
方
』
に
た
い
す
る
寛
容
」
、
「
そ
の
人
な
り
の
立
場
か
ら
一
つ
の
決
断
を
し
た
場
合
に
は
、
自

分
な
ら
ば
そ
う
行
動
し
な
い
と
思
っ
て
も
、
そ
の
人
の
行
き
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
原
理
と
し
て
の
『
寛
容
』
」
を
具
現
化
し
た
も
の
と
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言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
三
谷
に
は
な
ぜ
、

そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
文
字
通
り
「
根
源
的
」
に
、
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そ
の
ゆ
え
ん
を
問
う
て
い
く
こ
と
は
、
単
に
三
谷
へ
の
理
解
や
、
ま
た
同
様
の
あ
り
方
を
現
象
せ
し
め
た
南
原
・
竹
内
へ
の
見
方
を
深

化
さ
せ
得
る
の
み
な
ら
ず
、
丸
山
の
視
座
に
倣
っ
て
い
え
ば
、
今
、
日
本
に
最
も
求
め
ら
れ
る
精
神
を
、
い
か
に
せ
ば
復
権
さ
せ
う
る

か
、
こ
の
喫
緊
の
課
題
を
、

ほ
か
な
ら
ぬ
私
た
ち
一
人
一
人
が
問
う
て
い
く
営
み
と
し
て
、
普
遍
的
な
意
義
を
有
す
る
試
み
で
あ
る
こ

と
を
、
今
一
度
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

4 

三
谷
隆
正
の
「
他
者
感
覚
」

以
下
、
具
体
的
な
考
察
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
点
、
第
一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
三
谷
が
、
自
分
よ

り
「
弱
い
」
立
場
に
あ
る
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、
そ
の

「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く

れ
は
「
聞
き
だ
」
せ
ば
「
理
解
」

で
き
る
の
が
当
然
の
存
在
、
こ
ち
ら
が
「
降
り
て
」

そ
の
こ
と
は
、
彼
が
自
己
な
ら
ぬ
他
者
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
そ

い
き
さ
え
す
れ
ば
、
十
分
に
「
解
釈
」
で
き
る

多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力
し
て
い
た
と
は
言
い
ま
し
て
も
、

存
在
な
ど
と
し
て
、
「
楽
観
視
」
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

む
し
ろ
三
谷
の
足
跡
を
内
在
的
に
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
と
、
彼
こ
そ
は
、
自
己
を
他
者
に
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
、
逆

に
、
他
者
を
自
己
が
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
ら
が
い
か
に
困
難
か
を
骨
身
に
し
み
て
知
ら
さ
れ
る
経
験
を
繰
り
返
す

こ
と
に
よ
り
、
お
そ
ら
く
は
哀
し
み
を
味
わ
っ
て
き
た
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
す
。

と
い
い
ま
す
の
も
、

三
谷
は
確
か
に
「
超
琴
級
」

の
エ
リ
ー
ト
コ

i
ス
、
す
な
わ
ち
第
一
高
等
学
校
か
ら
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、

旧
制
高
校
の
教
授
職
に
就
任
す
る
と
い
う

一
見
、
「
順
風
満
帆
」
な
道
の
り
を
た
ど
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
歩
み
は
決
し
て
傍



目
に
う
つ
る
ほ
ど
「
平
坦
」
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
だ
け
に
三
谷
は
、
他
者
に
は
か
り
し
れ
な
い
苦
し
み
ゃ
哀
し
み
を
秘
め

て
生
き
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
他
者
の
何
気
な
い
言
動
に
自
己
へ
の
無
理
解
を
感
得
し
、
言
い
知
れ
ぬ
哀
し
み

を
ひ
そ
か
に
反
努
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
付
言
し
て
お
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
三
谷
に
限
ら
ず
、
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
行
き
方
に
対
す
る
寛
容
」
を
持
っ
て
い
た
南

原
、
ま
た
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、

し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
」
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
竹
内
に
関
し
て
も
、
当
て
は

ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、
南
原
の
『
形
相
』
、
竹
内
の
『
北
京
日
記
』
等
の
「
作
品
」
を
ひ
も
と
き
ま
す
と
、
そ

こ
に
は
彼
ら
の
固
有
な
悲
哀
や
挫
折
等
、
「
著
作
以
前
」
の
「
告
白
」
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
自
身
が
、
他
者
に
は
は
か
り
し
れ
な

い
苦
し
み
ゃ
哀
し
み
を
抱
え
込
み
つ
つ
生
き
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
言
外
に
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
深
く
理
解
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
す
。

し
か
も
最
小
限
の
言
及
に
と
ど
め
て
お
き
ま
す
が
、
ま
ず
明
治
二
十
五
年
、

こ
こ
で
は
時
間
の
関
係
上
、
三
谷
の
軌
跡
に
限
定
し
、

三
谷
が
三
歳
の
と
き
、
父
親
の
事
業
が
失
敗
す
る
こ
と
で
、
三
谷
家
は
破
産
し
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

の
結
果
、
幼
き
日
の
三
谷
は
安
住
の
地
を
終
わ
れ
、
住
居
を
転
々
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
う
え
、
十
三
歳
の
時
に
は
、

一
家
が
故

郷
・
京
都
岩
滝
村
に
帰
っ
た
た
め
に
、
独
り
東
京
に
残
さ
れ
た
三
谷
に
は
、
幼
き
日
の
安
ら
ぎ
が
、

つ
い
に
回
復
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

教育者としての三谷隆正

に
も
、
あ
わ
せ
て
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
思
春
期
の
少
年
に
と
り
、
実
に
重
い
経
験
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。

た
だ
こ
の
時
、
東
京
に
残
っ
た
甲
斐
あ
っ
て
と
い
う
べ
き
か
、
三
谷
は
後
に
「
天
下
の
一
高
」
、
そ
し
て
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
す
る

と
い
う
「
栄
光
」
を
手
に
す
る
こ
と
に
は
な
り
ま
す
が
、

し
か
し
こ
の
時
、
友
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、
旧
制
高
校
特
有
の
寮
生
活
に
て
青

春
を
謡
歌
す
る
な
か
で
、
三
谷
は
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
を
し
な
が
ら
の
通
学
を
続
け
ざ
る
を
え
ず
、
旅
費
の
節
約
を
考
慮
し
て
、
ほ

そ
し
て
こ
の
間
、
肺
を
患
い
大
学
を
一
年
休
学
し
、
鎌
倉
で
の
療
養
生
活
を
余
儀

と
ん
ど
帰
省
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
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な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
こ
の
と
き
肺
の
病
は
完
治
せ
ず
三
谷
の
宿
病
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
意
味
が
そ
の
「
栄

68 

光
」
の
陰
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
一
連
の
経
験
と
そ
れ
ら
が
強
い
た
感
情
の
総
体
は

そ
の

「
華
麗
」
な
る
経
歴
ゆ
え
に
、
と
か
く
想
像
さ
れ
に
く
く
、

そ

れ
だ
け
に
他
者
へ
の
「
解
説
」
が
な
さ
れ
難
い
、
特
に
未
経
験
の
人
に
は
心
底
か
ら
の
共
感
を
得
ら
れ
に
く
い
、
き
わ
め
て
個
人
的
な

領
域
を
、
そ
の
内
面
に
形
成
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
事
実
、
先
に
触
れ
た
竹
山
道
雄
は
、
三
谷
の
没
後
、
こ
う
述
懐
し
て
い
ま
す
。

そ
の
追
悼
会
の
演
説
で
、
先
生
が
学
生
時
代
に
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
を
し
て
い
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
大
へ
ん
お
ど
ろ
い
た
。

ま
た
、
そ
の
後
と
き
に
ふ
れ
て
家
庭
的
に
も
普
通
の
家
並
み
の
こ
み
入
っ
た
こ
と
も
あ
ら
れ
る
ら
し
い
の
を
灰
聞
し
て
、
意
外
に

思
っ
た
。

こ
の
一
文
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
三
谷
は
み
ず
か
ら
の
幼
少
期
か
ら
青
年
時
代
に
か
け
て
の
事
情
に
関
し
、
口
に
す
る
こ
と
は
ま
ず

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
外
聞
を
は
ば
か
っ
て
と
い
う
よ
う
な
浅
薄
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
に
と
っ
て
の
決

定
的
な
経
験
は
、
た
や
す
く
口
に
す
る
に
は
重
過
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
重
さ
を
他
者
に
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
百

万
言
を
費
や
し
た
と
て
言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
も
そ
も
各
個
人
に
固
有
の
深
刻
な
経
験
は
、
た
と
え
肉
親
や
親
友
で
あ
っ

そ
う
容
易
く
理
解
し
あ
え
る
の
も
の
で
は
な
い
と
の
自
覚
、
ち
ょ
う
ど
丸
山
員
男
が
広
島
で
被
爆
し
な
が
ら
も
、
「
被
爆
者
手

帳
」
を
申
請
せ
ず
、
ま
た
、
被
爆
経
験
を
軽
々
に
は
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
と
、
原
理
的
に
は
同
様
な
心
情
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

て
も
、自

他
の
隔
絶
に
対
す
る
こ
う
し
た
感
覚
は
、
ま
た
、
彼
の
周
囲
に
存
在
し
た
「
苦
し
み
の
人
」
や
「
哀
し
み
の
人
」
と
の
交
わ
り
を

通
じ
、

ひ
る
、
か
え
っ
て
三
谷
自
身
に
も
は
ね
か
え
っ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
ん
な
彼
の
身
近
に
い
た
「
哀
し
み
の

人
」
と
し
て
、
三
谷
を
息
子
の
よ
う
に
愛
し
、
ま
た
三
谷
も
心
か
ら
敬
愛
し
た
姉
・
三
谷
民
子
の
存
在
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い



ま
す
。
彼
女
は
女
子
学
院
の
教
諭
と
し
て
、
矢
島
揖
子
ら
と
と
も
に
名
を
な
し
た
人
で
す
が
、

そ
の
生
い
立
ち
は
ま
さ
に
「
哀
し
み
」

に
彩
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
や
は
り
詳
細
は
省
き
ま
す
が
、
先
の
竹
山
の
述
懐
が
暗
示
す
る
と
お
り
、
三
谷
と
民
子
の
聞
に
は
母
親
が

違
う
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
、
民
子
の
生
母
は
民
子
が
物
心
つ
く
頃
に
亡
く
な
り
、
そ
の
後
、
彼
女
は
二
人
の
女
性
を
「
母
」
と
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
念
願
の
ア
メ
リ
カ
留
学
を
、
一
家
の
破
産
に
よ
っ
て
急
速
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し

て
生
涯
を
捧
げ
た
女
子
学
院
で
も
、
教
師
聞
の
人
間
関
係
に
疲
弊
さ
せ
ら
れ
る
日
々
を
す
ご
し
た
こ
と
等
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
思
い

ま
す
。三

谷
は
そ
の
民
子
を
身
近
に
見
て
育
ち
、
ま
た
終
生
、
独
身
で
あ
っ
た
彼
女
の
面
倒
を
見
続
け
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
何
気
な
い
し

ぐ
さ
や
口
ぶ
り
に
、
癒
し
き
れ
な
い
哀
し
み
の
存
在
を
見
透
か
す
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
経
験
は
、
姉
と
弟

と
い
う
理
解
し
あ
っ
た
親
し
い
間
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
自
己
が
入
り
こ
む
余
地
の
な
い
民
子
固
有
の
世
界
、

い
い
か
え
れ
ば
、
安
易
な

同
一
化
や
同
情
を
は
ね
か
え
す
、
他
者
固
有
の
領
域
の
存
在
を
痛
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
事
情
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
三
谷
は
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
、
自
己
を
他
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
楽
観
的
な
見
通

し
を
抱
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
困
難
性
を
痛
感
し
て
き
た
苦
し
み
の
人
・
哀
し
み
の
人
で
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
谷
が

教育者としての三谷隆正

自
他
の
隔
絶
に
居
直
っ
て
自
問
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
ず
、
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、
そ
の
「
考

え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
点
、
三
谷
の
自
覚
を
付
度
し
つ
つ
述
べ
る
な
ら
、
他
者
理
解
が
難
し
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
、
他
者

「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、

そ
の
「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力

し
た
と
い
う
言
い
方
は
実
は
正
確
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
他
者
理
解
が
困
難
「
だ
か
ら
こ
そ
」
、
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ

「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
め
続
け
た
と
い
う
方
が
、
三
谷
の

ま
で
降
り
て
」

い
き
、
そ
の
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真
意
を
示
す
も
の
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
先
に
付
言
し
た
二
人
、
す
な
わ
ち
「
他
人
の
他
者
と
し
て
の
行
き
方
に
対
す
る
寛

70 

容
」
を
持
っ
て
い
た
南
原
、
ま
た
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
」
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
竹
内

に
つ
い
て
も
言
え
る
「
逆
説
」

で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、

そ
の
内
面
的
な
連
関
を
よ
り
敷
街
し
て
い
う
な
ら
ば
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
、
逆
に
自
己
を
他
者
に
理
解
し
て
も
ら

う
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
自
覚
が
極
ま
る
と
き
、
逆
に
、
「
だ
か
ら
こ
そ
」
、
私
た
ち
は
印
象
や
思
い
込
み
に
基
づ
い
て
他
者
を
一
方
的

に
裁
断
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
者
の
考
え
を
自
己
が
「
代
弁
」

で
き
る
な
ど
と
思
い
上
が
っ
た
り
す
る
こ
と
を
自
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
た
と
え
肉
親
や
親
友
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
固
有
の
苦
し
み
ゃ
哀
し
み
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら
こ

そ
、
な
お
の
こ
と
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、

そ
の

「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を

聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力
し
よ
う
と
い
う
、
他
者
へ
の
逆
説
的
な
促
し
が
育
く
ま
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
い
う
な
ら
こ
の
促
し
は
、
三
谷
自
身
が
病
身
で
あ
り
、

そ
の
ひ
そ
か
な
苦
し
み
が
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
く
る
も
ど
か
し

さ
や
失
望
等
、
他
者
の
無
理
解
に
基
づ
く
哀
し
み
を
、
お
そ
ら
く
は
再
三
味
わ
っ
た
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
同
じ
他
者
で
も
こ
と
さ
ら
に
、

自
分
よ
り
「
恵
ま
れ
な
い
境
遇
」
や
「
つ
ら
い
立
場
」
に
あ
る
他
者
に
向
け
、
よ
り
積
極
的
か
つ
鋭
敏
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
三
谷
が
教
育
者
と
し
て
、
原
理
的
に
自
分
よ
り
「
弱
い
」
立
場
に
あ
る
他
者
、
す
な
わ
ち
個
々
の
学
生
に
「
決

し
て
教
え
を
た
れ
る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
」
ず
、
「
い
つ
で
も
友
達
の
よ
う
な
調
子
で
、
こ
ち
ら
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り

て
き
」
て
、
「
若
い
者
と
し
て
の
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
、
と
」
努
め
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
他
に
も
、

病
の
床
に
あ
る
人
、
家
族
を
失
い
悲
嘆
に
く
れ
る
人
等
、
「
苦
し
み
の
人
」
や
「
哀
し
み
の
人
」
を
慮
っ
た
文
章
や
手
紙
が
極
め
て
多
く

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
の
読
み
を
証
し
す
る
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
原
や
竹
内
、
そ
し
て
何
よ
り
も
三
谷
が
生
涯
、
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理



解
す
」

べ
く
努
め
る
こ
と
が
で
き
た
そ
の
理
由
を
、
他
者
理
解
の
困
難
性
に
基
づ
い
た
、
逆
説
的
な
促
し
に
の
み
帰
す
る
こ
と
に
は
問

題
が
残
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
」
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
非
常
に
根
気
が
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
特
に
、
教
育
者
と
し
て
、
学
生
を
一
人
と
し
て
見
限
る
こ
と

な
く
、
性
格
や
置
か
れ
た
状
況
を
考
慮
し
て
個
別
的
に
向
き
合
う
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
己
に
批
判
の
矢
を
向
け
る
者
と
も
辛
抱

強
く
対
話
し
て
い
く
こ
と
は
、
い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
な
い
困
難
な
営
み
と
し
て
、
単
な
る
「
知
性
の
命
令
」
や
、
「
人
間
的
努
力
」
に

よ
っ
て
継
続
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
、
丸
山
員
男
の
初
期
の
教
え
子
で
あ
る
石
田
雄
氏
は
、
先
に
触
れ
た
丸
山
の
「
遺
言
」
を
、
「
永
久
革
命
と
し
て
の
民
主
主
義
」

と
い
う
考
え
方
に
重
ね
、
「
永
遠
の
課
題
と
し
て
の
他
者
感
覚
」
と
表
現
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
必
要
性
・
重
要
性
は
、
先
に
も
触
れ

た
と
お
り
非
常
に
よ
く
わ
か
る
も
の
で
す
が
、
し
か
し
、
「
永
遠
の
課
題
」
と
容
易
く
言
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
無
限
の
課
題
を
遂
行
す

る
「
力
」
を
、
私
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
獲
得
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
二

O

O
四
年
八
月
十
五
日
に
お
け
る
「
復
初
の
集
い
」
で
語
ら
れ
た
ご
講
演
そ
の
も
の
と
あ
わ
せ
、
氏
の
提
言
に
は
共
鳴
さ
せ
ら
れ
る
と
こ

教育者としての三谷隆正

ろ
が
多
く
、
今
日
の
話
を
組
み
立
て
る
う
え
で
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
実
践
的
な
関
心
か
ら
読
み
直
す
と
き
、
借
越

い
っ
た
い
三
谷
は
な
ぜ
生
涯
に
わ
た
り
、
他
者
「
の

な
が
ら
物
足
り
な
さ
を
覚
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
あ
ら
た
め
て
問
い
ま
す
が
、

立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」
い
き
、
そ
の
「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
め
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
こ
そ
「
問
題
」
で
あ
る
だ
け
に
、
本
来
な
ら
ば
三
谷
の
み
な
ら
ず
、
彼
同
様
、
「
他
人
の
他
者

と
し
て
の
行
き
方
に
対
す
る
寛
容
」
を
持
っ
て
い
た
南
原
、
ま
た
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
」

し
よ
う
と
努
め
て
い
た
竹
内
に
関
し
、
そ
の
持
続
力
の
基
を
解
析
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
三
谷
に
焦
点
を
絞
っ
て
議
論
を

掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
彼
ら
の
根
幹
に
迫
り
ゆ
く
た
め
に
も
「
有
効
」
と
な
り
う
る
よ
う
な
、
「
精
神
の
場
」
を
築
く
こ
と
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に
傾
注
し
て
み
た
い
と
考
え
ま
す
。
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自
他
認
識
の
転
換
|
|
意
味
付
与
の
主
体
は
誰
か
|
i

こ
の
点
、
私
な
り
の
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
三
谷
の
眼
に
は
、

い
か
な
る
人
も
見
棄
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、
人
間
に

値
す
る
扱
い
を
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
確
信
が
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
確
信
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
三
谷
の

独

り
合
点
」
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
信
仰
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
神
は
そ
の
独
り
子
を
世
に
た
ま
う
ほ
ど
に
人
間
を
愛

さ
れ
た
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
信
仰
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
敷
街
し
て
い
う
な
ら
ば
、

そ
も

そ
も
人
間
の
価
値
を
決
め
る
の
は
、
世
間
で
も
、
国
家
で
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
私
で
も
な
い
、
究
極
的
に
神
で
あ
り
、
そ
の
神
の
目
か

ら
見
れ
ば
、
ど
ん
な
人
で
も
か
け
が
え
の
な
い
価
値
が
あ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
、
誰
一
人
、
見
棄
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
教
育
者
と
し

て
の
三
谷
隆
正
は
、
た
え
ず
こ
の
信
仰
と
、
こ
の
信
仰
に
裏
打
ち
さ
れ
た
人
間
へ
の
確
信
に
立
ち
返
る
こ
と
で
、
終
生
、
学
生
一
人
一

人
と
辛
抱
強
く
向
き
合
い
続
け
た
の
だ
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

「
人
間
を
価
値
づ
け
る
の
は
、
世
間
で
も
、
国
家
で
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
私
で
も
な
く
、
究
極
的
に
神
で
あ
る
」

l

こ
の
信
仰
は
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
と
っ
て
、
「
格
別
」
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
三
谷
の
場
合
、
こ
の
信
仰
は
、

一
つ
の
決
定
的
な
経
験
を
媒

介
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
存
在
そ
の
も
の
に
刻
印
さ
れ
た
も
の
、

い
わ
ば
そ
の
精
神
を
眠
ら
せ
な
い
「
痛
覚
」
に
ま
で
化
し
て
い
る
点

、
が
、
著
し
い
特
質
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
決
定
的
な
経
験
こ
そ
は
妻
子
と
の
相
次
ぐ
死
別
で
す
。

実
は
三
谷
は
三
十
四
歳
の
と
き
結
婚
し
た
も
の
の
、
そ
の
一
年
後
に
生
ま
れ
た
娘
を
、
生
後
三
週
間
で
亡
く
し
、
さ
ら
に
娘
の
出
産

後
、
ほ
ど
な
く
し
て
寝
込
ん
だ
妻
も
、
そ
の
四
ヵ
月
後
に
喪
う
と
い
う
悲
劇
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
三
谷
は
こ
の
時
、
自
身
も
寝
込
ん



で
い
た
た
め
に
、
妻
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
亡
骸
が
運
び
出
さ
れ
て
い
く
際
も
、
病
床
か
ら
目
送
す
る

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
経
験
は
、
妹
へ
の
手
紙
の
な
か
で
「
血
涙
骨
髄
よ
り
湧
く
」
と
い
う
強
い
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、
三
谷
の
人
生
で
、
最
も
つ
ら
く
決
定
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
三
谷
は
こ
の
悲
劇
の
渦
中
に
お
い
て
、
悲
し
み
に
う
ち
の
め
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
人
間
の

価
値
、
人
間
の
存
在
意
義
に
つ
き
、
主
と
し
て
二
つ
の
こ
と
を
深
刻
に
問
い
、
か
つ
、
そ
の
眼
を
新
た
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
生
後
間
も
な
く
亡
く
な
っ
た
娘
へ
の
、

そ
の
価
値
へ
の
問
い
か
け
で
す
。
た
っ
た
三
週
間
で
こ
の
世
を
去
っ
た
娘
、
あ
の
子

一
般
的
、
現
実
的
な
尺
度
で
は
推
し
量

は
、
い
っ
た
い
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
存
在
意
義
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
三
谷
は
娘
の
生
と
死
を
思
う
た
び
、
人
間
を
価
値
づ
け
る
も
の
は
究
極
に
お
い
て
何
な
の
か
、
深
刻
な
自
問

を
繰
り
返
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
よ
り
根
源
的
な
問
題
で
、
三
谷
に
と
っ
て
の
自
己
の
価
値
、
自
己
の
存
在
意
義
に
か
か
わ
る
問
い
か
け
で
す
。
お
そ
ら

く
彼
は
、
妻
子
と
の
死
別
に
根
ざ
す
哀
し
み
の
ど
ん
底
で
、
己
を
厳
し
く
責
め
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
事
実
、
三
谷
は
、
あ
る
教
え
子

に
宛
て
娘
を
死
な
せ
た
こ
と
と
し
て
、
「
小
さ
な
生
命
に
対
し
て
十
分
に
尽
く
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
細
々
と
書
き
綴
っ
て
き
」
た
そ
う

教育者としての三谷隆正

で
す
が
、
悔
や
む
思
い
は
娘
の
み
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
妻
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

す
な
わ
ち
、
妻
は
子
ど
も
を
生
ま
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
孤
独
に
事
切
れ
る
よ
う
な
最
期
を
迎
え
さ
せ
て
し
ま
っ

た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
夫
で
あ
る
自
分
の
責
任
で
は
な
い
か
。
悔
や
ん
で
も
詮
無
き
こ
と
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
三
谷
に
は
、
強

烈
な
自
責
の
念
が
湧
き
起
こ
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
思
い
そ
れ
だ
け
で
も
、
自
己
の
価
値
へ
の
自
負
心
を
喪
失
さ
せ
る
に
十
分
で
す
が
、
私
は
さ
ら
に
、
三
谷
は
別
の
問
題
で

も
苦
し
め
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
三
谷
も
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
「
な
ぜ
自
分
だ
け
が
こ
ん
な
目
に
」
と
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憤
る
あ
ま
り
、
「
順
風
満
帆
」
に
見
え
る
人
や
そ
の
家
族
に
対
し
、
い
わ
れ
な
き
「
嫉
妬
心
」
を
抱
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
誰
も
断
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言
で
き
ま
せ
ん
。
や
り
場
の
な
い
怒
り
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

しミ

ず
れ
も
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
ら
し
か
ら
ぬ
心
の
あ
り
よ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
ら
赤
裸
々
な
心
の
あ
り
ょ

う
は
、
三
週
間
で
み
ま
か
っ
た
娘
の
存
在
意
義
を
問
う
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
以
前
に
そ
ん
な
自
分
の
存
在
意
義
、
そ
の
自
負
心
を
大
き
く

揺
さ
ぶ
る
契
機
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

実
際
、
三
谷
は
妻
子
と
の
死
別
の
後
に
書
か
れ
た
「
問
題
の
所
在
」
と
い
う
一
文
の
な
か
で
「
精
神
的
な
る
破
産
の
苦
し
み
は
、
唯

物
的
な
る
破
産
の
苦
し
み
に
百
倍
千
倍
す
る
苦
し
み
で
あ
り
ま
す
」
と
書
い
た
あ
と
、
そ
の
内
実
を
敷
街
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ま
す
。

自
分
も
多
少
の
信
念
は
有
っ
て
ゐ
た
筈
だ
。
信
仰
も
あ
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
然
る
に
此
ざ
ま
は
何
た
る
こ
と
か
。
晴
、
自
分

そ
れ
ら
は
か
く
も
力
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
自
分
は
こ
れ
ほ
ど
弱
く
又
愚
か
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
さ
う
悟
っ
て
我
と
我
が
い
た
ま
し
き
姿
を
か
へ
り
み
る
時
、
我
等
の
悲
み
い
た
み
は
言
語
を
絶
し
ま
す
。

の
信
念
、
自
分
の
信
仰
、

そ
こ
に
直
接
の
原
因
は
記
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
「
告
白
」
こ
そ
、
三
谷
が
悲
劇
の
ど
ん
底
で
直
面
さ
せ
ら
れ
た
、
自

己
の
価
値
へ
の
自
負
心
の
、
無
残
な
破
綻
の
状
況
を
、

ひ
そ
か
に
描
き
だ
し
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
描
写

が
示
す
と
こ
ろ
は
完
全
な
る
絶
望
で
す
。
三
谷
は
こ
こ
で
、
実
存
的
に
は
「
と
ど
め
」
を
刺
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
注
意
し
た
い
の
は
、
三
谷
の
先
の

「
告
白
」
が
、
自
己
へ
の
絶
望
で
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。
三
谷
は

右
の

「
告
白
」
に
す
ぐ
続
け
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

然
し
幸
福
な
る
は
斯
る
痛
苦
の
時
で
す
。
打
ち
の
め
さ
れ
て
く
づ
ほ
れ
き
っ
た
る
心
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
貧
し
さ
の
極
み
な
る

心
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
そ
の
心
は
真
直
に
イ
エ
ス
を
見
上
げ
て
、
無
条
件
に
彼
に
す
が
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



三
谷
は
こ
こ
で
購
罪
の
事
実
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
で
あ
る
こ
の
問
題
を
、
彼
が
明
確
に
説
き

始
め
る
の
は
、
実
は
妻
子
と
の
死
別
以
降
の
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
事
実
は
、
先
の
引
用
が
証
拠
立
て
て
い
る
よ
う
に
、
三

谷
が
悲
嘆
と
失
意
の
ど
ん
底
で
、
い
か
な
る
転
換
を
成
し
遂
げ
た
か
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
悲
嘆
と
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
三
谷
は
、
胸
奥
深
く
、
こ
う
言
わ
し
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
こ
ん
な
自
分
の
た
め
に
も
、
否
、
こ
ん
な
自
分
の
た
め
に
こ
そ
、
神
は
そ
の
独
り
子
を
犠
牲
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
、

と
。
こ

の
厳
粛
な
恩
恵
の
事
実
に
、
三
谷
は
あ
ら
た
め
て
開
眼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
失
わ
れ
か
け
た
自
己
の
価
値
、
存
在
意
義
と
い
う
も
の
を

新
た
に
と
ら
え
な
お
す
契
機
を
得
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
は
確
か
に
惨
め
な
存
在
で
あ
る
、
し
か
し
そ
ん
な
自
分
を
価
値
づ
け
る

の
は
、
世
間
で
も
、
国
家
で
も
な
い
、
究
極
に
お
い
て
神
な
の
だ
と
い
う
、
神
だ
け
は
認
め
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
い
う
、
ゆ
る
ぎ
な
き

確
信
へ
の
到
達
で
す
。

こ
れ
だ
け
で
も
比
類
な
き
転
回
と
い
え
ま
す
が
、
私
た
ち
の
関
心
の
上
か
ら
は
、
よ
り
一
層
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
三
谷
に
お
け
る
そ
う
し
た
自
己
認
識
の
転
回
は
、
自
己
の
価
値
、
自
己
の
存
在
意
義
の
み
な
ら
ず
、
自
己
以
外
の

教育者としての三谷隆正

人
間
の
価
値
、
他
者
の
存
在
意
義
に
関
し
て
も
、
そ
の
ま
な
ざ
し
を
一
新
さ
せ
る
経
験
と
も
な
っ
て
い
る
点
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
三
谷
は
、
そ
の
名
も
「
私
は
何
故
神
を
信
ず
る
か
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
昭
和
六
年
と
い

う
時
代
相
応
の
や
や
硬
い
表
現
で
、
し
か
も
長
く
な
り
ま
す
が
引
用
し
て
み
ま
す
。

自
分
一
身
に
関
し
て
の
斯
の
神
信
頼
は
然
し
、
お
の
づ
か
ら
自
分
以
外
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
神
が
自
分
に
向
け
た
ま
ふ
と
同

じ
真
実
を
之
に
向
け
た
ま
ふ
に
相
違
な
い
こ
と
を
信
頼
せ
し
め
る
。
そ
の
と
き
人
類
と
万
有
と
に
関
す
る
神
の
深
切
な
る
摂
理
を

信
せ
ざ
ら
ん
と
す
と
も
得
な
い
。
私
一
個
に
対
し
て
さ
へ
斯
く
ま
で
に
真
実
で
あ
り
た
ま
ふ
神
が
、

万
物
に
対
し
、
全
人
類
に
関

し
て
、
無
関
心
不
忠
実
で
あ
り
得
た
ま
ふ
筈
が
な
い
。
人
類
の
歴
史
は
神
の
限
り
な
き
真
実
に
守
ら
れ
て
、
誠
実
真
撃
な
る
摂
理
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が
そ
れ
を
一
貫
し
て
居
る
に
相
違
な
い
。
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難
し
い
言
い
回
し
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
三
谷
が
い
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
な
「
私
一
個
に

対
し
て
さ
へ
」
、
神
は
そ
の
独
り
子
を
犠
牲
に
さ
れ
る
ほ
ど
の
真
実
を
示
し
て
く
だ
さ
る
。

い
わ
ん
や
「
自
分
以
外
の
存
在
」
対
し
で
は
、

な
お
さ
ら
だ
。
ど
ん
な
人
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、
神
は
か
け
が
え
の
な
い
価
値
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
意
義
を
認
め
て
お
ら
れ
る
、

た
と
え
三
週
間
で
み
ま
か
っ
た
み
ど
り
児
と
い
え
ど
も
。

こ
の
よ
う
に
三
谷
は
、
「
こ
ん
な
自
分
の
た
め
に
も
神
は
独
り
子
を
犠
牲
に
さ
れ
た
の
だ
」
と
い
う
恩
恵
の
事
実
の
上
に
、
人
間
を
見

る
た
め
の
ゆ
る
ぎ
な
き
原
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
価
値
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
価
値
、
そ
の
存
在
意
義
を
あ
ら
た
め
て
確
認

す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
父
親
と
し
て
、
亡
き
娘
へ
の
思
い
を
新
た
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
何
よ
り
も
教
育
者

と
し
て
、
眼
前
の
学
生
、
そ
の
一
人
一
人
を
見
る
眼
を
変
え
る
経
験
に
な
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
先
の
問
い
に
戻
っ
て

い
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
三
谷
は
生
涯
に
わ
た
り
、
他
者
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、
そ
の
「
考
え
方
や
生
活
に

つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
」
す
べ
く
、
粘
り
強
く
努
め
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
三
谷
が
人
間
を
価
値
づ
け
る

も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
を
神
の
目
線
、
具
体
的
に
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
蹟
罪
の
事
実
に
求
め
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
事
実
に
よ
り
侍
む
と
き
、
そ
も
そ
も
人
間
の
価
値
を
決
め
る
の
は
、
世
間
で
も
、
国
家
で
も
、
も
ち
ろ
ん
こ

の
私
で
も
な
い
、
究
極
的
に
神
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
神
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
ど
ん
な
人
で
も
か
け
が
え
の
な
い
価
値
が
あ
る
、

だ
か
ら
こ
そ
、
誰
一
人
、
見
棄
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
は
、
た
え
ず
こ
の
信
仰
に
立
ち
返
る
こ
と
に

よ
り
、
終
生
、
学
生
一
人
一
人
と
辛
抱
強
く
向
き
合
い
続
け
た
、
粘
り
強
く
彼
ら
「
の
立
っ
て
い
る
低
い
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
」

い
き
、

そ
の
「
考
え
方
や
生
活
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
多
く
を
聞
き
だ
そ
う
」
と
努
力
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
、
私
は
こ
う
結
論
付

け
た
い
と
思
い
ま
す
。



無
論
こ
う
し
た
「
結
論
」
は
、
三
谷
の
軌
跡
と
言
説
に
即
し
て
考
察
す
る
な
か
で
初
め
て
導
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
も
っ

の
基
ま
で
解
釈
す
る
「
越
権
」
は
戒
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
こ
う
し
た
「
結
論
」

ゆ
え
に
、
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、
し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
す
」
べ
く
努
め
続
け
る
生
き
方
は
「
宗
教
的
信
仰
」
な
し

に
は
不
可
能
だ
な
ど
と
決
め
付
け
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
一
種
の
「
排
除
の
論
理
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
竹
内
や

丸
山
は
、
あ
る
特
定
の
信
仰
を
持
っ
た
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
う
し
た
見
方
自
体
が
成
り
立
た
な
い
の
は
'
自
明
で
す
。

て
南
原
や
竹
内
に
お
け
る
「
持
続
力
」

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
な
お
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
南
原
や
竹
内
、
さ
ら
に

は
丸
山
も
含
め
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
他
者
感
覚
」
を
持
続
せ
し
め
た
人
々
に
は
お
し
な
べ
て
、
三
谷
同
様
の
「
痛
覚
」
、
す
な
わ
ち

そ
の
精
神
を
眠
ら
せ
な
い
、
あ
る
「
痛
み
」
を
伴
っ
た
記
憶
が
射
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
記
憶
に
基
く
精
神
の
転
回
が
、
か
の
「
持
続
」

の
基
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
理
性
」
や
「
理
屈
」
を
超
え
た
、
そ
の
意
味
で
「
信
仰
」
に
通
ず
る
内
面
世
界
が

彼
ら
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
の
持
続
的
な
行
動
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
行
動
の
根
底
に
は
、
「
理
性
」
や

の
基
が
必
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
真
実
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
精
神
と
行
動

を
考
え
る
う
え
で
外
せ
な
い
視
座
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
だ
け
に
、
「
蛇
足
」
を
承
知
で
、
あ
え
て
付
言
し
て
お
く
こ
と
と
し
ま
す
。

「
理
屈
」
を
超
え
た
、
「
促
し
」

教育者としての三谷隆正

6 

お
わ
り
に
|
|
学
問
的
作
品
と
の
内
在
的
連
関

l
l

以
上
、
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
の
相
貌
と
、
そ
の
根
底
に
あ
る
世
界
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
そ
う
し
た
世

界
が
三
谷
の
作
品
、
な
か
ん
ず
く
彼
の
専
攻
し
た
法
哲
学
や
国
家
論
に
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
簡
単
に
触

れ
る
こ
と
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
三
谷
が
そ
の
法
哲
学
や
国
家
論
に
お
い
て
、
立
論
の
前
提
と
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し
て
す
え
た
「
相
生
相
活
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
聴
き
な
れ
な
い
言
葉
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
三
谷
自
身
の
言
葉

で
述
べ
ま
す
と
、
「
人
々
互
に
自
他
を
人
間
と
し
て
相
尊
び
つ
つ
生
活
す
る
こ
討
」
と
な
り
ま
す
。
「
相
生
相
活
」
と
い
い
、
「
人
々
互
に

78 

自
他
を
人
間
と
し
て
相
尊
び
つ
つ
生
活
す
る
こ
と
」
と
い
い
、
学
術
論
文
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
は
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
を
規
定
し
た
確
信
、
す
な
わ
ち
「
い
か
な
る
人
も
見
棄
て

ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
人
間
に
値
す
る
扱
い
を
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
揺
る
ぎ
な
き
確
信
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
確
信
は
、
三
谷
法
哲
学
や
国
家
論
の
前
提
を
超
え
て
、
内
容
そ
れ
自
体
に
色
濃
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

ま
す
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
か
な
り
簡
略
化
し
て
述
べ
ま
す
と
、
三
谷
は
ま
ず
法
と
い
う
も
の
を
、
「
相
生
相
活
」
「
人
々
互
に
自
他
を

人
間
と
し
て
相
尊
び
つ
つ
生
活
す
る
こ
と
」
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
人
聞
が
自
覚
的
に
生
き
営
む
べ
き
制
度
的
ル

i
ル
と
な
し
、
ま

た
国
家
と
い
う
も
の
を
、
そ
う
し
た
制
度
的
ル

l
ル
を
担
保
・
保
障
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
三
谷
は
、
人
間

の
社
会
生
活
を
具
体
的
に
実
現
す
る
う
え
で
、
法
と
国
家
を
不
必
要
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

一一

谷
が
国
家
と
い
う
も
の
を
、
至
上
の
価
値
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
む
し
ろ
三
谷
は
二
つ
の
点
で
、
法
と
国
家

が
則
る
べ
き
原
理
を
力
説
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
法
が
規
制
で
き
る
の
は
人
間
の
外
面
生
活
、
す
な
わ
ち
生
活
条
件
に

か
か
わ
る
部
分
の
み
で
あ
り
、

そ
の
生
活
の
内
容
、
特
に
個
々
の
精
神
生
活
と
そ
の
自
由
に
ま
で
介
入
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
原
理
と
も
か
か
わ
る
こ
と
で
す
が
、
三
谷
に
お
い
て
法
と
国
家
は
、
人
聞
が
自
覚
的
に
生
き
営
む
べ

き
必
要
存
在
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
、
当
の
人
聞
が
従
う
べ
き
普
遍
妥
当
の
規
範
の
規
制
下
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
言
い
換

え
る
な
ら
国
家
と
い
う
も
の
、
権
力
と
い
う
も
の
は
、
道
徳
に
優
越
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

い
ず
れ
も
国
家
と
い
う

至
上
の
力
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
に
お
け
る
、
そ
の
他
者
認

識
を
規
定
し
た
世
界
は
、
三
谷
国
家
論
を
貫
く
こ
の
要
請
に
こ
そ
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。



可

と
い
い
ま
す
の
も
、
人
間
を
価
値
づ
け
る
の
は
究
極
に
お
い
て
神
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
徹
す
る
と
き
、
人
間
の
精
神
生
活
を
国
家

が
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
が
価
値
を
持
ち
何
が
無
価
値
で
あ
る
か
を
国
家
が
指
図
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
各
人
の
思
想
の
自

由
を
侵
す
こ
と
と
し
て
、
到
底
容
認
で
き
る
も
の
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
国
家
を
縛
る
普
遍
妥
当
の
規
範
を
考
え
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
本
来
、
「
人
々
互
に
自
他
を
人
間
と
し
て
相
尊
び
つ
つ
生
活
す
る
こ
と
」
を
具
体
化
す
べ
く
構
想
さ
れ
た
国
家
が
、
い
つ
し
か

そ
れ
自
身
目
的
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

つ
い
に
は
、
人
間
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い
存
在
を
、
国
家
の
手
段
と
見
な
し
て
い
く
道
を

開
く
も
の
と
し
て
、
こ
ち
ら
も
断
固
、
拒
否
さ
れ
る
べ
き
は
明
白
な
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
関
連
付
け
て
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
「
教

育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
に
お
け
る
、

そ
の
他
者
認
識
を
規
定
し
た
世
界
、
す
な
わ
ち
人
間
を
価
値
づ
け
る
の
は
、
世
間
で
も
、
国

家
で
も
な
く
、
究
極
に
お
い
て
神
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、
三
谷
法
哲
学
そ
し
て
国
家
論
の
内
容
に
こ
そ
明
確
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

翻
っ
て
現
代
と
い
う
時
代
を
凝
視
し
て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
こ
の
日
本
社
会
は
、
当
の
丸
山
が
最
晩
年
に
憂
え
た

と
お
り
、
甚
だ
し
く
「
他
者
感
覚
」
を
喪
失
し
た
世
界
、
す
な
わ
ち
自
分
よ
り
困
難
な
立
場
に
あ
る
「
ひ
と
の
身
」
に
な
っ
て
考
え
て

み
る
と
い
う
、
ご
く
ま
っ
と
う
な
促
し
す
ら
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
強
者
」
や
「
勝
者
」

の
陰
で
涙

一
握
り
の

教育者としての三谷隆正

を
流
す
、
弱
き
者
、
貧
し
き
者
、
苦
し
む
者
を
、
「
邪
魔
者
」
と
し
て
見
棄
て
、
切
り
捨
て
て
い
く
世
界
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
丸

山
の
い
わ
ば
「
予
言
」
ど
お
り
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
殺
伐
た
る
社
会
に
お
い
て
、
今
、
喫
緊
の
課

題
と
な
る
こ
と
は
、
「
い
か
な
る
人
間
も
見
棄
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
「
切
り
捨
て
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
ま
さ
に
語
の
厳

密
な
意
味
に
お
い
て
「
人
間
を
守
る
」
視
点
を
、

い
か
に
確
立
す
る
か
と
い
う
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
他
者
の
内
側
か
ら
理
解
す
」

べ
く
努
め
続
け
た

こ
の
こ
と
に
思
い
至
る
と
き
、
生
涯
、
「
他
者
を
あ
く
ま
で
他
者
と
し
て
、

「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」

の
あ
り
方
は
、
同
じ
く
教
育
者
で
あ
る
私
た
ち
一
人
一
人
に
、
ま
た
現
代
日
本
で
生
き
る
私
た
ち
一
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人
一
人
に
、
き
わ
め
て
深
い
問
い
か
け
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
「
教
育
者
と
し
て
の
三
谷
隆
正
」
か
ら
、

80 

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
贈
ら
れ
た
最
大
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
最
後
に
強
調
す
る
こ
と
で
今
日
の

講
演
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
変
急
ぎ
足
で
、

し
か
も
雑
駁
な
話
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
に
心
よ
り
感

謝
い
た
し
ま
す
。

(二

O
O
七
年
十
月
二
十
四
日

「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
」

の
会
に
お
け
る
講
演
)

注

(
l
)
一
一
一
谷
の
生
涯
と
そ
の
時
々
に
お
け
る
南
原
繁
、
そ
し
て
矢
内
原
忠
雄
と
の
関
係
に
関
し
て
は
拙
著
『
三
谷
隆
正
の
研
究
|
|
信
仰
・
国

家
・
歴
史
l
l
』
(
万
水
書
房
、
二

O
O
一
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
2
)
一
一
一
谷
の
「
教
育
者
」
・
と
し
て
の
「
使
命
感
」
に
関
し
て
は
、
南
原
繁
、
丸
山
虞
男
、
前
田
陽
一
、
長
清
子
に
よ
る
座
談
会
「
三
谷
隆
正
先

生
の
人
と
思
想
」
(
『
図
書
』
、
岩
波
書
庖
、
昭
和
四
十
年
九
月
[
南
原
他
編
『
三
谷
隆
正
|
|
人
・
思
想
・
信
仰
|
|
』
、
岩
波
書
底
、
昭

和
四
十
一
年
、
二
一
二

1
二
二
二
、
二
二

O
頁
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
『
三
谷
』
と
略
記
]
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
3
)
「六

O
年
の
会
」
は
、
丸
山
に
よ
る
東
京
大
学
法
学
部
「
東
洋
政
治
思
想
史
」
講
義
を
、
一
九
六

0
年
度
に
聴
講
し
た
学
生
の
有
志
に
よ
る

会
で
あ
る
。
高
木
博
義
「
六

O
年
の
会
と
雑
誌
『

ω』
」
(
『
丸
山
員
男
集
』
第
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
『
月
報
』
臼
)
、
な
ら

び
に
同
『
丸
山
員
男
先
生
と
「
六

O
年
の
会
」
|
|
会
の
特
質
を
析
出
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
』
(
私
家
版
、
二

O
O
一
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)
丸
山
虞
男
「
夜
庖
と
本
庖
と
」
、
『
図
書
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
七
月
号
(
『
丸
山
員
男
座
談
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、

二
九
O
頁)。

(
5
)
同
右
「
断
想
」
、
丸
山
他
編
『
回
想
の
南
原
繁
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
(
『
丸
山
員
男
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
居
、
一
九
九
六
年
、
一

六
五
頁
)
。

(
6
)
同
右
「
好
さ
ん
と
の
つ
き
あ
い
」
、
『
追
悼
竹
内
好
』
、
一
九
七
八
年
(
『
丸
山
員
男
集
』
第
十
巻
、
一
二
五
八
頁
)
。

(
7
)
同
右
「
『
丸
山
ゼ
ミ
有
志
の
会
』
懇
談
会
ス
ピ
ー
チ
」
(
『
丸
山
員
男
手
帖
』
斜
、
丸
山
員
男
手
帖
の
会
、
二

O
O
三
年
一
月
号
、
四
三
頁
)
。



教育者としての三谷蜂正

(
8
)
同
右
。

(
9
)
「
石
油
シ
ョ
ッ
ク
」
(
一
九
七
三
年
)
前
後
を
境
に
、
同
様
の
時
代
認
識
を
持
っ
た
一
人
と
し
て
、
藤
田
省
三
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
「
絶
望
」
(
藤
田
「
戦
後
精
神
史
序
説
」
、
『
世
界
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
五
月
)
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
飯
田
泰
三
「
藤
田
省

三
の
時
代
と
思
想
」
(
『
現
代
思
想
特
集
H
藤
田
省
三
』
、
青
土
社
、
二

O
O
四
年
二
月
号
[
同
『
戦
後
精
神
の
光
吉
丸
山
員
男
と
藤
田

省
三
を
読
む
た
め
に
』
、
み
す
ず
書
房
、
二

O
O
六
年
]
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
叩
)
た
と
え
ば
太
田
雄
三
『
喪
失
か
ら
の
出
発
』
(
岩
波
書
庖
、
二

O
O
一
年
)
な
ど
。

(
日
)
神
谷
美
恵
子
「
三
谷
先
生
と
の
出
あ
い
」
(
『
三
谷
』
、
一
五
九
頁
)
。

(
ロ
)
同
右
。

(
臼
)
同
右
(
前
掲
『
三
谷
』
、
一
六

O
頁)。

(
U
)
矢
内
原
伊
作
「
三
谷
先
生
の
こ
と
」
(
同
右
、
一
七
一
頁
)
。

(
日
)
同
右
『
若
き
日
の
日
記
』
(
現
代
評
論
社
、
一
九
七
四
年
)
。

(
日
)
矢
内
原
忠
雄
、
昭
和
十
二
年
十
一
月
一
日
の
日
記
(
『
矢
内
原
忠
雄
全
集
』
第
二
十
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
七
三
九
頁
)
。

(
口
)
諏
訪
望
「
三
谷
先
生
の
残
さ
れ
た
も
の
」
(
『
三
谷
』
、
一
八
七
頁
)
。

(
凶
)
神
谷
美
恵
子
「
ら
い
と
の
出
会
い
」
(
『
神
谷
美
恵
子
著
作
集
9

遍
歴
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八

O
年
、
八
三
頁
)
。
ち
な
み
に
神
谷
の

母
方
の
叔
父
は
「
無
教
会
」
の
「
独
立
伝
道
者
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
金
津
常
雄
で
あ
っ
た
。
金
津
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
く
な
い
が
、

差
し
当
た
り
山
田
隆
也
「
金
沢
常
雄
」
(
藤
田
若
雄
編
著
『
内
村
鑑
三
を
継
承
し
た
人
々
』
下
巻
、
木
鐸
社
、
一
九
七
七
年
)
を
参
照
の
こ

と。

(
四
)
こ
の
再
婚
に
込
め
ら
れ
た
三
谷
の
歴
史
認
識
お
よ
び
信
仰
に
基
く
使
命
感
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
第
四
章
「
破
局
の
か
な
た
に
」
、
お
よ

び
終
章
「
三
谷
隆
正
の
求
心
力
」
を
参
照
。
ま
た
三
谷
(
森
)
豊
子
「
思
い
出
」
(
『
三
谷
』
)
も
参
照
の
こ
と
。

(
却
)
竹
山
が
矢
内
原
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
と
し
て
は
「
矢
内
原
さ
ん
の
私
が
接
し
た
面
」
(
『
矢
内
原
忠
雄
全
集
』
月
報
、
岩
波
書
底
、
昭
和

三
十
九
年
十
二
月
[
『
竹
山
道
雄
著
作
集
4

機
の
木
と
蓄
積
』
、
福
武
書
店
、
昭
和
五
十
八
年
]
)
、
南
原
に
つ
い
て
は
ご
つ
の
秘
話
」

(
『
教
養
学
部
報
』
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
十
八
日
[
同
右
]
)
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
「
大
学
人
」
と
し
て
敗
戦
直
後
の
二
人
に
接
し
た
竹
山

の
眼
に
よ
る
、
や
や
「
辛
め
」
の
描
写
が
興
味
深
い
。
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(
幻
)
竹
山
道
雄
「
三
谷
先
生
の
追
憶
」

(
幻
)
同
右
。

(
お
)
南
原
の
人
生
に
お
け
る
様
々
な
「
悲
哀
」
に
関
し
て
は
、
『
形
相
』
所
収
の
歌
そ
れ
自
体
が
語
り
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に

関
し
て
は
、
伝
記
的
記
述
も
多
い
加
藤
節
『
南
原
繁
』
(
岩
波
書
底
、
一
九
九
七
年
)
が
示
唆
に
富
む
。
同
じ
く
、
若
き
日
の
竹
内
が
深
刻

な
「
挫
折
」
や
「
放
蕩
」
、
そ
し
て
「
絶
望
」
を
経
験
し
、
そ
こ
か
ら
逆
説
的
な
再
生
を
な
し
得
た
「
精
神
の
劇
」
に
つ
い
て
、
恐
ら
く
は

最
初
に
言
及
し
た
文
章
と
し
て
丸
山
「
竹
内
日
記
を
読
む
」
(
『
ち
く
ま
』
、
一
九
八
二
年
九
月
号
[
『
丸
山
員
男
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書

庖
、
一
九
九
六
年
]
)
を
参
照
の
こ
と
。
彼
ら
の
そ
う
し
た
「
語
ら
れ
ざ
る
」
精
神
史
は
、
本
文
で
も
三
谷
に
即
し
て
詳
述
し
た
と
お
り
、

そ
の
他
者
認
識
の
基
盤
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
斜
)
三
谷
の
伝
記
的
な
事
実
に
関
し
て
は
前
掲
拙
著
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
竹
山
道
雄
「
三
谷
先
生
の
追
憶
」
(
『
三
谷
』
、
四

O
四
1
四
O
五
頁
)
。

(
お
)
「
被
爆
体
験
」
を
め
ぐ
る
丸
山
の
重
い
感
情
に
つ
い
て
は
、
丸
山
「
二
十
四
年
目
に
語
る
被
爆
体
験
」
(
『
丸
山
員
男
手
帖
』

6
、
丸
山
員
男

手
帖
の
会
、
一
九
九
八
年
七
月
号
)
、
ま
た
「
丸
山
員
男
往
復
書
簡
|
|
原
爆
体
験
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
同
右
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
幻
)
三
谷
民
子
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
著
、
特
に
そ
の
一
章
1

「
永
遠
へ
の
希
求
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
お
)
「
哀
し
み
の
人
」
「
苦
し
み
の
人
」
を
慮
っ
た
三
谷
の
文
章
に
関
し
て
は
、
『
全
集
』
第
五
巻
「
信
仰
と
生
活
」
に
収
録
さ
れ
た
幾
多
の
追
憶

文
な
ら
び
に
書
簡
を
参
照
の
こ
と
。

(
m
m
)

石
田
雄
「
丸
山
員
男
と
の
未
完
の
対
話
を
持
続
す
る
た
め
に
|
|
『
他
者
感
覚
』
の
意
味
を
中
心
に
」
(
同
『
丸
山
員
男
と
の
対
話
』
、
み
す

ず
書
房
、
二

O
O
五
年
、
二
五

1
二
六
頁
)
。
本
稿
は
石
田
氏
の
こ
の
文
章
に
多
大
な
示
唆
を
受
け
た
。

(
初
)
前
掲
(
お
)
と
同
名
の
講
演
が
、
そ
の
内
容
を
圧
縮
し
た
形
で
、
二

O
O
四
年
八
月
十
五
日
の
第
五
回
「
復
初
の
集
い
」
で
行
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
内
容
は
『
丸
山
虞
男
手
帖
』
担
(
二

O
O
四
年
十
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
担
)
前
掲
拙
著
三
章
1

「
死
の
蔭
の
谷
を
歩
む
と
も
」
を
参
照
の
こ
と
。

(
泣
)
大
正
十
三
年
八
月
二
十
七
日
、
川
西
実
三
・
田
鶴
子
宛
書
簡
(
『
三
谷
隆
正
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
底
、
昭
和
四
十
一
年
、

以
下
、
本
全
集
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
『
全
集
』
と
略
記
)
。

(
お
)
守
谷
英
次
「
思
師
三
谷
先
生
」
(
『
三
谷
』
、
一
五
五
頁
)
。

(
『
三
谷
』
、

四
O
九
頁
)
。
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教育者としての三谷隆正

(
鈍
)
三
谷
「
問
題
の
所
在
」
、
『
問
題
の
所
在
』
、

(
お
)
同
右
(
同
右
、
二
一
一

1
一
一
一
二
頁
)
。

(
お
)
同
右
(
同
右
、
二
一
二
頁
)
。

(
幻
)
片
山
徹
「
三
谷
隆
正
先
生
の
岡
山
時
代
」
(
『
三
谷
』
、
一
五
一
頁
)
。
ま
た
三
谷
自
身
、
あ
る
書
簡
の
中
で
「
キ
リ
ス
ト
の
購
罪
と
い
う
よ

う
な
事
、
キ
リ
ス
ト
が
神
の
独
り
子
で
あ
る
[
と
※
引
用
者
注
]
い
う
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
ら
の
事
は
僕
に
も
ま
だ
よ
く
判

り
ま
せ
ん
。
:
し
か
し
も
し
そ
う
い
う
種
類
の
事
が
説
で
あ
り
狭
義
で
あ
っ
て
、
我
々
が
之
を
実
践
し
体
験
し
得
る
事
で
な
い
の
な
ら
、
そ

れ
ら
の
事
が
終
に
判
ら
ず
に
終
っ
て
も
敢
て
遺
憾
と
す
る
必
要
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
信
仰
の
根
底
は
そ
の
根
本
に
於
て
道
徳
的
要
求

以
外
の
も
の
で
な
い
筈
だ
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
か
ら
」
(
大
正
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
三
谷
文
子
宛
書
簡
[
『
三
谷
隆
正
の
生
と
死
』
、

新
地
書
房
、
一
九
九

O
年
、
六
九
頁
。
な
お
本
書
で
「
書
簡
」
は
「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
直
さ
れ
て
い
る
の
で
、
引
用
は
そ
の
ま
ま
と
し

た
。
]
)
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
若
き
日
に
お
け
る
信
仰
理
解
を
表
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

(
お
)
三
谷
「
私
は
何
故
神
を
信
ず
る
か
」
、
基
督
教
女
子
青
年
会
日
本
同
盟
宗
教
部
編
纂
『
私
は
何
故
神
を
信
ず
る
か
』
、
昭
和
六
年
十
一
月
(
『
全

集
』
第
五
巻
、
一
六
二
頁
)
。

(
却
)
思
想
史
研
究
に
お
け
る
「
排
除
の
論
理
」
の
危
険
性
と
、
「
理
解
の
論
理
」
の
必
要
性
を
強
調
し
た
論
考
と
し
て
半
津
孝
麿
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

思
想
史
の
な
か
の
自
由
』
(
創
文
社
、
二

O
O
六
年
、
特
に
二
六

1
二
八
頁
)
。

(ω)
「
相
生
相
活
」
は
、
三
谷
の
国
家
論
・
法
哲
学
の
キ

l
タ
l
ム
で
あ
り
、
特
に
国
家
論
と
し
て
の
処
女
作
『
国
家
哲
学
』
(
日
本
評
論
社
、

昭
和
四
年
[
『
全
集
』
第
三
巻
]
)
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
黄
金
律
」
を
、
社
会
科
学
の
文
脈
に
お
い
て
換
言
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

(
位
)
伊
藤
正
巳
他
編
『
法
と
国
家
』
、
近
藤
書
庖
、
昭
和
二
十
四
年
(
『
全
集
』
第
三
巻
、
三
六
一
頁
)
。
本
書
は
、
三
谷
の
没
後
、
彼
の
教
え
を

受
け
た
人
々
が
編
纂
し
た
書
物
で
、
個
別
論
文
の
ほ
か
、
第
一
高
等
学
校
で
の
「
法
制
通
論
の
講
義
」
(
『
法
と
国
家
』
編
者
後
記
、
[
同
右
、

六
三
七
頁
]
)
を
収
め
て
い
る
。

(
必
)
一
九
二

0
1
一
九
三

0
年
代
の
時
代
思
潮
を
ふ
ま
え
、
三
谷
国
家
論
の
歴
史
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
論
考
と
し
て
前
掲
拙
著
二
章

「
時
代
へ
の
召
命
意
識
」
を
参
照
の
こ
と
。

一
粒
社
、
昭
和
四
年
(
『
全
集
』
第
一
巻
、
二
一
一
頁
)
。
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