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は
じ
め
に

﹃
欧
洲
紀
行
﹄（
創
元
社　

昭
十
二
・
四
）
に
関
す
る
研
究
動
向
に
つ

い
て
見
て
み
る
と
、
横
光
の
長
編
問
題
作
﹃
旅
愁
﹄
と
の
比
較
を
行

い
、
両
者
間
の
断
絶
と
連
続
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
独

自
性
と
位
置
付
け
を
導
き
出
そ
う
と
い
う
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。
だ

が
、
例
え
ば
、
中
村
三
春
氏
は
、﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
紀
行
文
だ
か
ら
こ

そ
の
「
フ
ラ
グ
メ
ン
タ
ル
で
ア
フ
ォ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
タ
イ
ル
」

は
、「
テ
ク
ス
ト
全
体
の
統
一
的
な
意
味
内
容
の
把
握
を
容
易
に
し
な

い
」
装
置
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
内
容
の
形
成
と
伝
達
を
防
ぐ

機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
点
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴

で
あ
り
、
国
粋
主
義
的
と
い
っ
た
類
の
定
評
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出

せ
な
い
﹃
旅
愁
﹄
に
比
べ
て
優
れ
た
点
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る⎝
１
⎠。

こ
う
し
た
論
法
は
言
わ
れ
て
見
れ
ば
確
か
に
そ
の
通
り
か
も
し

れ
な
い
の
だ
が
、
あ
え
て
不
遜
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
意

味
内
容
の
把
握
を
放
棄
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
初
め
て
成
り
立
つ

も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、﹃
欧
洲
紀
行
﹄
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
解
釈
か
ら
救
い

出
す
に
は
、
果
た
し
て
そ
の
内
容
を
た
だ
の
ま
と
ま
り
の
な
い
無
秩

序
な
記
録
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
う
以
外
に
方
法
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
出
版
の
際
の
改
稿
な
ど

作
品
の
単
行
本
化
に
至
っ
た
経
緯
に
注
目
し
て
論
じ
た
黒
田
大
河
氏

の
研
究
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
氏
は
「
構
成
か
ら
い
え
ば
﹃
欧
洲

紀
行
﹄
は
実
際
に
旅
行
中
に
執
筆
さ
れ
た
部
分
と
、
帰
国
後
に
執
筆

さ
れ
た
部
分
、
単
行
本
に
纏
め
ら
れ
る
際
に
加
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ

れ
る
部
分
と
分
け
る
事
が
出
来
る
。
同
時
に
、
単
行
本
に
収
め
ら
れ

横
光
利
一
﹃
欧
洲
紀
行
﹄
論

邵　

明
琪
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る
際
に
改
稿
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
横
光
利
一
個
人

の
体
験
の
上
に
、そ
れ
を
作
家
と
し
て
言
語
化
し
た
初
出
の
レ
ベ
ル
、

帰
国
後
の
認
識
の
深
ま
り
を
言
語
化
し
た
レ
ベ
ル
、
最
終
的
に
そ
れ

ら
が
一
つ
の
作
品
の
中
に
織
り
込
ま
れ
た
単
行
本
の
レ
ベ
ル
が
あ
る

の
で
あ
る
。﹃
欧
洲
紀
行
﹄
と
い
う
作
品
は
、
作
家
横
光
利
一
と
し

て
の
眼
で
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
横
光
の
欧
州
体
験
が
直
接

的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」⎝
２
⎠と
主
に
日
記
的
記
録
や
通
信
な

ど
を
作
者
が
事
後
的
に
再
構
築
す
る
と
い
う
意
味
で
の
作
品
の
虚
構

性
に
着
目
し
、
こ
の
旅
行
記
は
無
秩
序
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
一
定

の
問
題
意
識
あ
る
い
は
作
意
を
し
っ
か
り
と
内
在
化
さ
せ
て
い
る
可

能
性
が
十
分
に
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
記
録
」
す
な
わ
ち
「
書
く
」
と
い
う
こ
と
に

対
し
て
旅
行
者
自
身
が
そ
も
そ
も
ど
れ
だ
け
自
覚
を
持
っ
て
取
り
組

ん
で
い
た
の
か
、
そ
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
紀
行
文
に
お
け
る
「
虚

構
」
の
意
義
は
変
わ
っ
た
り
膨
ら
ん
だ
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
の

論
旨
の
展
開
に
関
わ
る
重
要
な
点
で
も
あ
る
の
だ
が
、
実
際
、
横
光

が
旅
行
中
に
書
い
た
当
初
の
記
述
に
は
書
く
主
体
と
し
て
の
自
己
の

自
明
性
を
あ
え
て
突
き
崩
す
よ
う
な
叙
述
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お

り
、
刊
行
の
際
の
改
訂
な
ど
を
待
た
な
く
て
も
、
ま
だ
断
片
で
あ
っ

た
日
記
や
書
簡
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
「
書
く
こ
と
」
の
問
題

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
に
お
け
る
︿
私
﹀
は
一
介
の
旅
行
者
で
あ
る
と
同

時
に
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
え
続
け
る
書
き
手
で
も
あ

る
。
角
度
を
変
え
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
横
光
の

文
学
創
作
上
の
主
張
や
問
題
意
識
は
必
ず
し
も
実
体
験
と
別
個
の
別

次
元
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
異
国
へ
の
ま
な
ざ
し

と
混
じ
り
合
い
重
な
り
合
っ
て
お
り
、「
文
学
」
へ
の
意
識
が
作
者
の

現
実
感
覚
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
解
明
は
、

横
光
の
欧
州
体
験
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、

一
般
的
な
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
る
彼
の
主
張
を
開
示

す
る
切
り
口
と
も
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
主
に
﹃
欧
洲

紀
行
﹄
を
同
時
代
の
言
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
作
品
の
根
底

に
あ
る
︿
変
化
﹀
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
究
明
し
て
み
た
い
。

一
﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
文
中
の
内
容
を
見
れ
ば
、
意
識
の
焦
点
が
わ
り

と
明
確
に
定
め
ら
れ
た
形
で
記
録
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞

在
中
の
見
聞
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
向
か
う
道
す
が
ら
の
風
景
や

そ
の
時
々
の
感
想
も
極
め
て
丁
寧
に
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
船
内

生
活
の
日
々
の
所
感
も
紙
幅
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
記
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述
を
追
っ
て
行
け
ば
、
初
め
て
の
欧
州
視
察
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ

か
ら
の
異
国
体
験
を
期
待
す
る
胸
の
高
鳴
り
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
読
み

取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
や
や
過

剰
な
ほ
ど
に
旅
行
中
の
倦
怠
感
を
吐
露
す
る
愚
痴
や
弱
音
が
繰
り
返

し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら

れ
る
。①

海
は
も
う
見
倦
き
て
し
ま
つ
た
の
で
、
前
か
ら
見
た
い
と
望

ん
で
ゐ
た
印
度
洋
へ
さ
し
か
か
つ
て
も
、
何
の
感
じ
も
起
ら
な

い
。 

（
三
月
七
日
）

②
魔
の
海
な
り
。
こ
の
あ
た
り
ま
た
最
も
退
屈
だ
。
恐
ろ
し
き

倦
怠
。 

（
三
月
八
日
）

③
地
中
海
に
這
入
れ
ば
定
め
し
一
種
の
興
奮
を
感
じ
る
こ
と
だ

ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
別
に
何
ら
の
感
動
も
起
つ

て
来
な
い
。
海
は
海
だ
。 

（
三
月
二
十
四
日
）

海
が
ど
こ
ま
で
も
続
き
そ
う
に
見
え
、
日
毎
の
風
景
が
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、︿
私
﹀
は
た
だ
ひ
た
す
ら
退
屈
や

倦
怠
を
感
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
情
は
一
見
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

出
か
け
る
人
な
ら
誰
で
も
途
中
で
一
度
は
実
感
す
る
ご
く
当
然
の
も

の
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
は
︿
倦
怠
感
﹀
と
い
う
感
覚

が
や
や
異
常
な
ま
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

確
か
に
、
欧
州
へ
の
視
察
旅
行
は
、
横
光
が
自
ら
進
ん
で
実
行
し

た
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
彼
が
周
り
か
ら
の
勧
め

に
応
じ
て
や
む
な
く
成
し
遂
げ
た
受
け
身
的
な
行
動
と
し
て
の
一
面

を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。「
私
は
自
分
で
来
た
く
て
巴
里
へ
来
た

の
で
は
決
し
て
な
い
。
私
の
友
人
た
ち
が
、
行
け
行
け
、
行
け
行
け

と
、
た
う
と
う
押
し
出
し
て
し
ま
つ
た
の
だ
」（
四
月
二
十
八
日
）
な

ど
と
い
っ
た
、紀
行
文
の
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︿
倦
怠
感
﹀

に
関
す
る
︿
私
﹀
の
語
り
は
、
こ
の
旅
に
対
す
る
作
者
横
光
の
受
動

的
な
態
度
を
率
直
に
伝
え
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、そ
う
は
言
っ
て
も
、︿
私
﹀
の
感
覚
は
あ
ま
り
に
も
「
倦
怠
」「
単

調
」
と
い
っ
た
負
の
要
素
に
特
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
一
文
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
船

上
で
見
た
海
の
風
景
に
対
す
る
描
写
の
み
な
ら
ず
、
経
由
地
の
上
陸

中
の
場
面
の
多
く
に
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
く
、
誠
意
の
な
い
旅

行
者
像
が
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

午
後
三
時
、
ス
エ
ズ
着
。
こ
こ
で
途
中
下
船
し
て
カ
イ
ロ
へ

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
見
に
行
く
。（
中
略
）
樹
木
の
な
い
荒
涼
た
る

淡
褐
色
の
沙
漠
だ
が
、
こ
ん
な
に
茫
茫
と
し
た
風
景
は
も
早
や

風
景
と
は
云
ひ
難
い
。（
中
略
）
海
ば
か
り
見
つ
け
た
眼
に
沙

漠
は
一
種
の
興
奮
を
与
へ
る
が
、
し
か
し
、
今
度
は
ま
た
あ
ん

ま
り
沙
漠
ば
か
り
だ
。
私
は
初
め
は
驚
き
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、

だ
ん
だ
ん
何
ら
の
興
奮
も
な
く
な
り
、
疲
労
が
う
ま
い
具
合
に
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救
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。 

（
三
月
二
十
一
日
）

こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
砂
漠
の
景
色
を
目
に
し
て
、
他
の
旅

行
者
と
同
様
に
、︿
私
﹀
も
一
通
り
「
興
奮
」
を
覚
え
、
異
国
気
分
を

い
く
ら
か
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
高

揚
感
は
長
く
は
続
か
ず
に
消
え
て
し
ま
い
、︿
私
﹀
は
「
だ
ん
だ
ん
何

ら
の
興
奮
も
な
く
な
り
」、
再
び
︿
倦
怠
感
﹀
の
状
態
に
戻
っ
て
し

ま
う
。
角
度
を
変
え
て
考
え
れ
ば
、
異
郷
の
自
然
景
観
そ
の
も
の
よ

り
も
、
景
観
か
ら
自
分
は
ど
れ
だ
け
感
情
的
興
奮
や
刺
激
を
得
ら
れ

る
の
か
、
ま
た
そ
の
気
分
は
ど
れ
だ
け
持
続
で
き
る
の
か
に
、︿
私
﹀

の
記
録
の
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
単

調
さ
へ
の
倦
怠
感
を
繰
り
返
し
強
調
し
続
け
る
︿
私
﹀
の
記
述
は
事

実
上
、「
興
奮
」、「
刺
激
」
と
い
っ
た
非
日
常
的
な
気
分
を
獲
得
し
維

持
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
提
示
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言

え
る
。

三
月
六
日
の
日
記
に
お
い
て
、︿
私
﹀
は
「
ペ
ナ
ン
の
事
は
、
あ
ま

り
書
く
気
が
起
ら
な
い
。好
き
な
所
と
い
ふ
も
の
は
こ
ん
な
も
の
だ
」

と
述
べ
て
お
り
、
個
人
的
に
好
き
な
所
を
あ
え
て
書
か
な
い
執
筆
方

針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
書
く
こ
と
」
の
目
的
は
必
ず
し

も
自
分
の
所
感
を
余
す
こ
と
な
く
読
み
手
に
伝
え
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
紀
行
文
は
「
個
」
と
し
て
の
自
ら
の
主
観
的
な
感
覚
を

意
識
的
に
後
景
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
、と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
︿
私
﹀
は
記
録
を
行
な
っ
て
い
る
。

︿
私
﹀
が
異
常
な
ほ
ど
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
る
︿
倦
怠
感
﹀︿
単
調
感
﹀

も
事
実
上
、︿
私
﹀
の
個
人
的
な
感
覚
や
気
分
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
意

味
合
い
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
三
月
四
日
分
の
日
記
に
お
け
る
次
の
一
文
を
読
め
ば
た
や
す
く

汲
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

季
節
に
変
化
の
な
い
こ
と
は
文
語
体
の
や
う
に
経
済
的
な
こ
と

だ
と
今
さ
ら
思
ふ
。（
中
略
）
花
の
名
は
書
き
き
れ
ぬ
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
か
ら
花
を
取
り
除
け
ば
そ
の
倦
怠
は
地
獄
で
あ
ら

う
。
内
地
の
渡
航
者
は
た
だ
花
に
び
つ
く
り
し
て
人
生
の
楽
園

こ
こ
に
あ
り
と
思
ふ
ら
し
い
。
し
か
し
、
長
い
居
住
者
に
と
つ

て
花
は
い
つ
た
い
何
も
の
の
代
り
と
な
ら
う
か
。
馬
来
は
流
謫

地
と
い
ふ
意
味
だ
さ
う
だ
。 

（
三
月
四
日
）

︿
私
﹀
の
考
え
に
よ
る
と
、
観
光
客
に
と
っ
て
刺
激
的
な
景
観
で

あ
る
熱
帯
花
木
は
、
現
地
の
住
民
た
ち
か
ら
み
れ
ば
、
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
見
慣
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
日
常
生
活
に
感
動
を
も
た
ら

す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
い
く
ら
花
の
景
観
が
美
し
く
て
も
、
季

節
の
変
化
に
乏
し
い
南
洋
地
域
は
所
詮
「
倦
怠
」
の
「
地
獄
」
で
あ

り
、「
流
謫
地
」の
よ
う
な
残
酷
な
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て︿
倦

怠
感
﹀
は
明
ら
か
に
外
来
者
で
あ
る
︿
私
﹀
の
感
覚
と
し
て
で
は
な

く
、
現
地
の
住
民
の
立
場
に
寄
り
添
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。　

地
中
海
に
這
入
れ
ば
定
め
し
一
種
の
興
奮
を
感
じ
る
こ
と
だ

ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
、
別
に
何
ら
の
感
動
も
起
つ

て
来
な
い
。
海
は
海
だ
。
実
は
私
は
こ
の
あ
た
り
で
、
さ
つ
ぱ

り
と
少
年
の
や
う
な
空
想
に
ふ
け
り
た
い
と
願
つ
て
や
ま
な
か

つ
た
の
だ
が
、
エ
ヂ
プ
ト
の
疲
れ
が
未
だ
に
喰
つ
い
て
放
れ
な

い
。
地
図
を
見
て
他
愛
も
な
く
地
中
海
だ
と
思
ふ
ば
か
り
だ
。

紅
海
の
前
に
マ
ル
セ
ー
ユ
で
も
見
え
出
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私

は
ど
ん
な
に
喜
び
を
感
じ
た
こ
と
だ
ら
う
。
惜
し
い
こ
と
を
し

た
も
の
だ
。
喜
び
た
い
と
き
に
喜
び
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
喜
び

と
い
ふ
も
の
は
役
に
は
立
た
ぬ
。
遅
す
ぎ
た
恋
人
の
や
う
な
も

の
だ
。 
（
三
月
二
十
四
日
）

︿
私
﹀
の
眼
差
し
と
記
録
の
言
葉
が
船
の
物
理
的
な
移
動
と
と
も

に
進
ん
で
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
右
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
外
部
の

客
観
的
な
状
況
の
推
移
で
は
な
く
、「
興
奮
」「
驚
き
」
の
感
覚
を
も

た
ら
す
︿
変
化
﹀
の
要
素
に
焦
が
れ
る
心
情
が
先
行
し
て
旅
行
者
の

観
察
と
思
考
を
力
強
く
支
配
し
、
促
し
て
い
る
。︿
倦
怠
感
﹀
を
打

破
し
よ
う
と
す
る
希
望
と
そ
の
幻
滅
を
繰
り
返
し
語
る
テ
ク
ス
ト
と

し
て
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特

に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
は
自
然
景
観
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
近
代
文
明
へ
の
批
判
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

①
地
球
が
円
い
と
い
ふ
イ
メ
ー
ヂ
を
人
間
が
獲
得
し
た
と
い
ふ

こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
、
別
に
わ
れ
わ
れ
は
、
何
の
驚
き

も
感
じ
な
い
鈍
感
な
時
代
に
棲
ん
で
ゐ
る
の
だ
。（
三
月
十
六
日
）

②
ど
の
街
も
美
し
さ
は
均
衡
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）
か
う
し
て

廿
日
ば
か
り
ぼ
ん
や
り
と
暮
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
は
て
ど
こ
か

ら
書
く
べ
き
か
糸
口
が
見
つ
か
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

 

（
四
月
廿
一
日
）

③
人
に
見
せ
て
不
都
合
な
も
の
は
、
も
早
や
こ
の
土
地
に
は
な

く
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
恐
ろ
し
い
退
屈
と
虚
無
が
襲
い
か
か
つ

て
き
て
ゐ
る
の
だ
。 

（
五
月
廿
一
日
）

右
の
引
用
文
②
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
だ
が
、
横
光
は
「
純
粋

さ
の
み
を
か
き
集
め
、
高
度
の
純
粋
さ
に
達
す
る
こ
と
は
一
種
の
低

級
さ
だ
」（
五
月
廿
二
日
）
と
し
、
西
洋
近
代
文
明
は
「
純
粋
」
な
る

人
工
美
を
実
現
し
た
一
方
、︿
倦
怠
感
﹀
な
い
し
感
覚
そ
の
も
の
の
鈍

感
化
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
と
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。﹃
欧

洲
紀
行
﹄
に
お
い
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
様
々
な
︿
単
調
感
﹀

や
︿
倦
怠
感
﹀
は
も
ち
ろ
ん
横
光
が
一
旅
行
者
と
し
て
異
国
の
人
情

や
風
景
に
触
れ
て
実
際
に
感
じ
た
印
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
表
現
レ
ベ
ル
に
お
い
て
一
貫
性
が
あ
る
形
で
意
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図
的
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
言
え
る
。こ
の
点
は
、

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を
理
解
す
る
上

で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
紀
行
文
で
あ
る
以
上
、
途
中
の
自
然
風
景
に
つ
い
て
色
々
と
記
録

す
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、﹃
欧

洲
紀
行
﹄
で
は
、
各
地
の
自
然
は
見
た
ま
ま
の
風
景
と
し
て
即
物
的

に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
そ
れ
も
特
に
現
地
民
の
感

性
・
精
神
状
態
と
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ

こ
で
は
、
類
似
の
問
題
意
識
を
抱
え
て
い
る
同
時
代
の
言
説
と
し
て

触
れ
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
和
辻
哲
郎
の
﹃
風
土
﹄
で
あ
る
。
成
立

時
期
か
ら
考
え
れ
ば
、
和
辻
の
﹃
風
土
﹄
が
岩
波
書
店
か
ら
単
行
本

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
年
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
横
光
の
欧

州
旅
行
の
前
年
に
当
た
る
。﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
同
時
代
言
説
と
し
て

和
辻
の
論
説
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
横
光
が
当
時
持
っ
て
い

た
思
考
や
観
念
が
い
ろ
い
ろ
と
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

横
光
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
旅
立
つ
前
に
す
で
に
こ
の
著
作
を
手
に

取
っ
て
読
ん
だ
か
否
か
は
断
言
で
き
な
い
の
だ
が
、
彼
が
欧
州
体
験

の
見
聞
を
生
か
し
て
創
作
し
た
長
編
小
説﹃
旅
愁
﹄に
お
い
て
は
、﹃
風

土
﹄
と
酷
似
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
の
名
シ
ー
ン
の
一

つ
、
す
な
わ
ち
、
矢
代
が
マ
ル
セ
イ
ユ
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
寺
院
に

入
っ
た
途
端
に
い
き
な
り
「
全
身
蒼
白
に
痩
せ
衰
へ
た
裸
体
の
男
が

口
か
ら
血
を
吐
き
流
し
た
ま
ま
足
も
と
に
横
た
わ
つ
て
ゐ
た
」
と
い

う
キ
リ
ス
ト
像
に
ど
き
り
と
さ
せ
ら
れ
た
、と
い
う
場
面
に
お
い
て
、

ほ
か
で
も
な
い
ま
さ
に
「
皮
膚
の
色
か
ら
形
の
大
き
さ
、
筋
に
溜
つ

た
血
の
垂
れ
流
れ
て
ゐ
る
ど
ろ
り
と
し
た
色
ま
で
実
物
そ
の
ま
ま
の

感
覚
で
、
人
人
を
驚
か
さ
ね
ば
承
知
を
し
な
い
」
と
い
う
「
リ
ア
リ

ズ
ム
の
心
理
」か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
明
が
生
れ
育
っ
て
来
た
、

と
い
う
こ
と
に
矢
代
は
そ
の
瞬
間
真
っ
先
に
考
え
つ
く
の
だ
が
、
彼

の
こ
う
し
た
着
想
は
﹃
風
土
﹄
の
記
述
と
か
な
り
接
近
す
る
も
の
な

の
で
あ
り
、
自
ら
の
問
題
意
識
に
合
致
す
る
部
分
を
持
つ
論
説
と
し

て
、
横
光
が
﹃
風
土
﹄
を
実
際
に
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
言
う
と
、﹃
風
土
﹄
の
「
三
つ
の
類
型
」
の
章
に
お
い
て
、

和
辻
は
、
西
欧
の
学
問
や
芸
術
は
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
の
み
を
基
盤

と
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
西
欧
の
陰
鬱
」
と
い
う

西
欧
の
文
化
的
特
性
の
根
底
に
お
い
て
、
牧
場
的
風
土
に
根
ざ
す
ギ

リ
シ
ア
の
合
理
精
神
が
指
導
性
を
発
揮
し
て
い
る
と
主
張
し
た
上

で
、
西
欧
の
中
世
の
芸
術
の
特
徴
に
つ
い
て
こ
う
分
析
し
て
い
る
。

中
世
の
宗
教
美
術
の
表
現
し
て
い
る
生
生
し
い
む
ご
た
ら
し
さ

は
我
々
を
し
て
眼
を
覆
わ
し
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
福
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音
書
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
ま
ざ
ま
ざ
と
描
い
て
は
い
る
。

し
か
し
、
古
代
人
は
血
み
ど
ろ
の
キ
リ
ス
ト
の
像
を
作
り
は
し

な
か
っ
た
。（
中
略
）
し
か
る
に
中
世
人
は
十
字
架
の
キ
リ
ス

ト
を
で
き
得
る
限
り
生
々
し
く
、
陰
惨
に
、
見
る
者
を
し
て
現0

実
的
な

0

0

0

痛
み
や
苦
し
み
を
感
ぜ
し
め
る
よ
う
に
表
現
す
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
神
の
子
の
表
現
で
も
な
け
れ
ば
神
の
愛

の
表
現
で
も
な
く
、
た
だ
残
虐
と
苦
痛
の
再
現
に
お
わ
っ
て
い

る⎝
３
⎠。

「
リ
ア
リ
ズ
ム
が
キ
リ
ス
ト
を
殺
し
た
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
秘
密
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
事
実
上
そ
の
教
義
で

は
な
く
、
残
酷
な
ま
で
の
合
理
精
神
を
も
っ
て
人
々
を
征
服
し
て
信

心
を
集
め
た
、
と
い
う
矢
代
の
主
張
は
お
そ
ら
く
横
光
の
反
合
理
主

義
・
反
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
創
作
観
と
は
軌
を
一
に
し
て
い
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
右
に
挙
げ
た
﹃
風
土
﹄
の
一

節
を
強
く
想
起
さ
せ
る
内
容
で
も
あ
る
。

横
光
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
和
辻
の
論
説
に
関
心
を
寄
せ
て
い

た
こ
と
は
、例
え
ば
小
説
﹃
日
輪
﹄
と
和
辻
の
﹃
日
本
古
代
文
化
﹄（
岩

波
書
店　

大
九
・
十
一
）
と
の
影
響
関
係
を
緻
密
に
検
証
し
た
高
橋
幸

平
氏
の
論
考⎝
４
⎠に

お
い
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
直

接
的
な
影
響
関
係
を
論
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
な
考
察
で

は
な
い
の
だ
が
、
山
本
亮
介
氏
は
同
時
代
性
の
視
点
か
ら
横
光
の
長

編
作
品
﹃
上
海
﹄
と
和
辻
「
風
土
」
論
・
倫
理
学
と
の
異
同
を
検
討

し
、「
観
念
論
的
な
自
我
の
あ
り
方
を
排
し
た
「
間
柄
」
の
思
考
を
展

開
し
な
が
ら
も
、
極
め
て
人
間
学
的
な
理
念
に
そ
の
議
論
を
収
束
さ

せ
て
い
っ
た
」
と
い
う
点
で
は
﹃
上
海
﹄
の
内
容
と
和
辻
倫
理
学
と

は
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る⎝
５
⎠。

和
辻
は
、
昭
和
二
年
二
月
か
ら
翌
年
七
月
に
か
け
て
約
一
年
半
に

わ
た
り
、
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
ド
イ
ツ
に
派
遣
さ
れ
、
そ
の

間
に
ド
イ
ツ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
な
ど
西
欧
各
地
を
い
ろ
い
ろ
見
て
回
っ
た
。
和
辻
自
身
も
初
刊

本
の
序
文
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、﹃
風
土
﹄
の
内

容
の
大
部
分
は
彼
が
外
遊
直
後
に
京
都
帝
国
大
学
で
行
っ
た
講
義
の

草
案
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
和
辻

は
「
問
題
発
生
の
地
盤
と
し
て
の
自
分
の
体
験
」、「
旅
行
中
の
さ
ま

ざ
ま
な
印
象
」
を
生
か
す
こ
と
を
考
察
の
第
一
の
方
針
と
し
て
決
め

て
お
り
、「
風
土
」
と
い
う
課
題
を
「
自
分
の
内
に
於
て
問
題
が
生
れ

動
い
た
ま
ゝ
の
経
路
に
於
て
展
開
」
す
る
こ
と
を
企
画
し
て
い
る⎝
５
⎠。

川
谷
茂
樹
氏
が
「
和
辻
は
、
旅
行
者
と
し
て
の
自
ら
の
限
界
を
踏
み

越
え
て
、
自
分
の
直
接
体
験
し
て
い
な
い
風
土
に
言
及
す
る
と
い
う

挙
に
及
ん
で
」
は
お
ら
ず
、「
こ
の
書
物
は
そ
の
客
観
的
・
学
問
的
な

体
裁
に
反
し
て
、
形
式
か
ら
内
容
に
至
る
ま
で
徹
頭
徹
尾
旅
行
者
の

観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
」⎝
６
⎠と

指
摘
し
た
よ
う
に
、作
者
の
個
人
的
、
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直
観
的
な
感
想
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
﹃
風
土
﹄
は
比
較
文
化
論
と

し
て
明
ら
か
に
論
理
的
厳
密
性
に
欠
け
て
お
り
、
む
し
ろ
紀
行
文
的

な
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
に
お
い
て
南
洋
に
対
す
る
印
象
は
主
に
自
然
環
境

と
く
に
季
節
の
単
調
さ
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実

を
前
章
で
指
摘
し
た
。﹃
風
土
﹄
か
ら
抜
粋
し
た
次
の
一
文
を
見
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
南
洋
を
め
ぐ
る
和
辻
の
論
述
も
事
実
上
、
季
節

の
︿
変
化
﹀
の
有
無
の
問
題
に
特
化
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

し
か
も
我
々
に
と
っ
て
南
洋
は
異
境
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

我
々
が
そ
こ
に
「
夏
」
と
し
て
見
い
だ
し
た
も
の
は
南
洋
に
と

0

0

0

0

っ
て
は
「
夏
」
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
南
洋
に
と

っ
て
は
か
か
る
秋
冬
春
を
含
ま
ざ
る
単
純
な
夏
が
、
言
い
換
え

れ
ば
夏
で
な
い

0

0

0

0

単
調
な
気
候
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）

か
か
る
単
調
な
、
固
定
せ
る
気
候

0

0

0

0

0

0

は
、
絶
え
ず
移
り
行
く
季
節

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
「
夏
」
と
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
夏
と
し

て
存
在
す
る
の
は
気
分
の
移
り
行
き

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
存
在
す
る
に
ほ
か

な
ら
ぬ
が
、
南
洋
の
人
間
は
か
か
る
移
り
行
き
を
知
ら
な
い
。

時
間
性
の
み
な
ら
ず
空
間
性
も
人
間
の
根
源
的
な
存
在
構
造
で
あ

る
は
ず
だ
と
い
う
問
題
意
識
が
き
っ
か
け
で
「
風
土
」
の
論
理
が
最

終
的
に
構
築
さ
れ
た
と
い
う
の
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
し
か
し
、
も

う
一
つ
重
要
な
の
は
、例
え
ば
﹃
風
土
﹄
に
お
い
て
、和
辻
が
「
我
々

自
身
は
外
に
出
て
い
る

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
お
の
れ
自
身
に
対
し
て
い
る
」、

「
風
土
の
型
が
人
間
の
自
己
了
解
の
型
で
あ
る
」
と
繰
り
返
し
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
風
土
」
は
そ
も
そ
も
自
己
認
識
の
問
題
の
内

在
し
て
い
る
観
点
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
な

の
は
、
旅
行
を
通
し
た
自
己
認
識
と
い
う
視
座
が
、
横
光
の
﹃
欧
洲

紀
行
﹄
に
お
い
て
も
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
、
横
光
は
、
旅
行
の
目
的
は
決
し
て
異

郷
の
状
況
を
た
だ
外
部
の
状
況
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、︿
自
然
﹀

の
変
化
と
共
に
︿
自
己
﹀
の
心
境
が
い
か
な
る
変
容
を
い
か
に
た
ど

っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
、
自
分
が

旅
行
者
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
明
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
出
す
手
紙
は
保
存
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。
そ
の
時
、

思
つ
た
こ
と
を
書
き
つ
け
て
お
く
の
は
手
紙
に
限
る
。
僕
が
持

つ
て
ゐ
る
と
失
つ
て
了
ふ
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
番
号
で
も
書
い

て
保
存
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。
但
し
何
も
書
か
な
い
こ
と
だ
ら

う
と
思
ふ
が
、
船
中
の
心
理
の
移
動
、
自
然
の
変
化
と
自
分
の

気
持
ち
を
後
で
引
き
く
ら
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
か
ら
。

 

（
二
月
二
十
二
日
）

黒
田
氏
も
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
記
録
は
「
二
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月
二
十
九
日
」
付
け
の
横
光
千
代
子
宛
書
簡
の
内
容
を
も
と
に
し
て

お
り
、
傍
線
部
の
記
述
は
も
と
も
と
「
船
中
の
心
理
の
移
動
、
及
び

自
然
を
地
図
と
引
き
く
ら
べ
て
見
て
ゐ
て
貰
ひ
た
い
」
と
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
単
行
本
の
際
に
修
正
を
経
て
今
の
形
と
な
っ
た
の
で
あ

る⎝
７
⎠。

こ
う
し
た
改
訂
は
、
三
月
十
七
日
に
お
け
る
「
旅
行
と
い
ふ
の

は
行
く
先
の
自
然
と
人
間
と
を
比
較
す
る
こ
と
だ
と
思
ふ
。
そ
れ
だ

け
が
作
用
だ
」
と
い
う
記
述
と
も
照
合
し
て
い
る
。
ま
と
ま
り
の
な

い
断
片
的
な
記
録
で
は
な
く
、︿
自
然
﹀
と
︿
自
己
﹀
の
相
関
関
係
と

い
う
一
貫
し
た
問
題
意
識
を
持
つ
作
品
と
し
て
﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
テ

ク
ス
ト
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
横
光
の
意
思
が
汲
み

取
れ
る
の
だ
が
、こ
う
し
た
問
題
意
識
は
前
述
し
た
和
辻
の
「
風
土
」

論
の
立
場
と
大
い
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。

三
そ
れ
で
は
、︿
自
己
﹀
の
状
態
を
︿
私
﹀
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、

語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
乗
船
中
の
見
聞
を
内
容
と
す
る
前
半

の
部
分
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、︿
自
己
﹀
と
い
う
も
の
が
い
か
に
不

確
実
な
存
在
で
あ
る
か
を
強
調
し
た
り
、︿
自
己
﹀
の
自
明
性
を
否
定

し
た
り
す
る
よ
う
な
叙
述
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
海
上
の
理
智
と
い
ふ
も
の
は
、
地
上
の
理
智
を
応
用
し
て
出

来
て
ゐ
る
不
安
定
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
後
は
茫
茫
た
る
雲
の

や
う
な
真
実
ば
か
り
だ
。
こ
れ
に
触
れ
れ
ば
死
ぬ
決
心
な
ど
容

易
な
こ
と
だ
。
ま
こ
と
に
こ
の
あ
た
り
不
思
議
な
恍
惚
状
態
の

連
続
で
あ
る
。
見
果
て
ぬ
夢
そ
の
も
の
だ
。
わ
け
の
分
ら
ぬ
溜

息
の
ご
と
き
も
の
ば
か
り
で
全
身
が
つ
つ
ま
れ
る
。（
三
月
七
日
）

②
食
慾
は
旺
盛
だ
が
足
に
硬
直
が
来
る
。
し
か
し
、
頭
は
だ
ん

だ
ん
リ
ア
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
に
戻
つ
て
来
た
。
マ
ラ
ツ
カ
海
峡
通

過
の
と
き
を
振
り
返
る
と
、
た
し
か
に
あ
の
と
き
は
、
船
客
の

頭
は
同
様
に
ロ
マ
ン
テ
イ
ツ
ク
に
な
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
人
間
の

心
理
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
に
自
分
を
確
か
だ
と
思
つ
て
ゐ
て

も
始
終
ど
つ
か
に
狂
ひ
の
あ
る
も
の
だ
。 

（
三
月
十
五
日
）

倦
怠
感
が
溜
ま
り
す
ぎ
た
せ
い
か
、
船
上
の
旅
が
次
第
に
「
不
思

議
な
恍
惚
状
態
の
連
続
」、「
見
果
て
ぬ
夢
そ
の
も
の
」（
①
）
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、︿
私
﹀
の
意
識
も
混
沌
と
し
た

夢
う
つ
つ
の
状
態
に
陥
る
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
乗
船
中

と
い
う
特
定
の
状
況
下
で
生
ま
れ
た
︿
私
﹀
の
こ
う
し
た
心
境
が
や

が
て
、「
人
間
の
心
理
と
い
ふ
も
の
は
ど
ん
な
に
自
分
を
確
か
だ
と
思

つ
て
も
終
始
ど
つ
か
に
狂
ひ
の
あ
る
も
の
だ
」（
②
）
と
い
う
人
間

全
体
に
渡
る
普
遍
的
な
原
理
と
し
て
、
そ
の
射
程
が
さ
ら
に
敷
衍
さ

れ
て
い
っ
た
、と
い
う
点
で
あ
る
。例
え
ば
次
の
一
文
に
お
い
て︿
私
﹀

は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

私
は
今
は
、
自
分
の
意
識
を
明
瞭
に
意
識
し
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
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地
上
の
人
人
と
そ
ん
な
に
変
つ
て
は
を
ら
ぬ
つ
も
り
だ
が
、
も

し
か
す
る
と
、
或
い
は
酔
つ
ぱ
ら
い
が
自
分
を
正
確
だ
と
思
つ

て
ゐ
る
の
と
違
は
な
い
の
か
も
し
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
地
上
で
毎
日
毎
日
、
新
聞
雑
誌
で
喧
嘩
し
て
ゐ
る
人
人
の

事
を
思
ふ
と
、
あ
れ
も
正
気
の
沙
汰
と
は
思
へ
な
い
。
た
し
か

に
狂
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

（
三
月
七
日
）

人
間
は
本
質
的
に
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
狂
気
を

帯
び
た
存
在
で
あ
り
、「
私
は
今
は
、
自
分
の
意
識
を
明
瞭
に
意
識
し

て
ゐ
る
」
と
い
う
確
信
も
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
幻
想
あ
る
い
は
錯
覚

に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
︿
私
﹀
は
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の

必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
「
筆
に
は
書
け
ぬ
話
と
い
ふ
も
の

は
、
い
か
に
こ
の
世
の
中
に
豊
富
に
存
在
し
て
ゐ
る
か
、
計
り
知
れ

ぬ
も
の
だ
」（
三
月
二
日
）、「
も
う
夢
幻
の
ご
と
し
。
書
く
こ
と
ほ
ど

馬
鹿
な
こ
と
な
し
」（
三
月
六
日
）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
た
や
す
く
汲

み
取
れ
る
よ
う
に
、「
書
く
こ
と
」
に
対
す
る
強
い
不
信
感
や
警
戒
感

が
終
始
︿
私
﹀
の
中
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
留
意
す
べ

き
な
の
は
、「
も
う
夢
幻
の
ご
と
し
。
書
く
こ
と
ほ
ど
馬
鹿
な
こ
と
な

し
」
と
い
う
一
文
は
も
と
も
と
初
出
に
は
な
く
、
横
光
が
単
行
本
初

収
録
の
際
に
改
め
て
加
筆
し
た
内
容
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
ら
の
自
明
性
を
常
に
揺
ら
ぎ
続
け
る
と
い
う
書
き
手

︿
私
﹀
の
内
面
を
よ
り
鮮
明
に
見
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
改
訂
の

段
階
に
お
い
て
横
光
は
か
な
り
意
図
的
に
修
正
を
行
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

︿
私
﹀
が
作
品
の
冒
頭
に
あ
ら
か
じ
め
掲
げ
て
お
い
た
︿
自
己
﹀

と
︿
自
然
﹀
と
の
関
係
性
と
い
う
問
題
意
識
は
事
実
上
、
自
己
と
い

う
存
在
の
自
明
性
を
拒
否
す
る
態
度
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え

る
。
こ
れ
と
類
似
し
た
立
場
は
、
和
辻
哲
郎
の
人
間
観
の
最
も
根
幹

的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
人
間
存
在
に
含
ま
れ
る
︿
個
人
性
﹀
と
︿
全

体
性
﹀
と
い
う
両
側
面
の
間
の
相
互
否
定
的
な
弁
証
法
的
関
係
と
い

う
観
点
に
お
い
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
和
辻
の
考
え
に
よ
る
と
、︿
個

人
性
﹀
も
︿
全
体
性
﹀
も
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
で
存
在
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
相
互
に
否
定
し
合
う
運
動
を
通
じ
て
し

か
成
り
立
た
な
い
た
め
、こ
う
し
た
「
否
定
性
」
の
運
動
（
＝
「
空
」）

こ
そ
が
人
間
存
在
の
根
源
的
な
理
法
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
和
辻
の

こ
う
し
た
論
法
で
は
、︿
個
人
﹀
と
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
は
決
し

て
成
り
立
た
な
い
「
間
柄
的
存
在
」
で
あ
り
、
西
洋
近
代
の
個
人
主

義
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
自
己
」
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
和
辻
の
倫
理
学
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
絶
対
的
全

体
性
」
へ
の
「
個
人
の
棄
却
」
が
な
い
と
こ
ろ
に
人
倫
は
成
り
立
た

な
い
と
い
う
認
識
に
た
ど
り
着
き
、
し
か
も
そ
の
ま
ま
天
皇
は
「
原

始
集
団
の
生
け
る
全
体
性
の
表
現
者
」
で
あ
る
と
い
う
象
徴
天
皇
制

擁
護
の
議
論
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
和
辻
の
思
想
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の
評
価
に
つ
い
て
深
く
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
だ
が
、
西
洋
近
代

の
自
明
な
︿
自
己
﹀
を
拒
否
し
、
東
洋
的
な
無
我
の
感
覚
で
「
個
」

の
存
在
原
理
を
捉
え
よ
う
と
す
る
彼
の
立
場
は
確
か
に
横
光
の
︿
自

己
﹀
へ
の
認
識
と
共
通
す
る
同
時
代
的
な
感
性
を
も
つ
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。
す
で
に
従
来
の
和
辻
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
通

り
、「
風
土
」
論
は
和
辻
が
最
終
的
に
こ
う
し
た
人
間
観
に
た
ど
り
着

く
ま
で
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
な
の
で
あ
る
。

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
か
ら
垣
間
見
え
る
横
光
文
学
に
お
け
る
「
俳
句
」

の
問
題
は
ま
さ
に
こ
の
「
無
我
」
の
観
点
を
め
ぐ
っ
て
浮
上
し
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
例
え
ば
、

こ
の
紀
行
文
に
お
い
て
︿
私
﹀
が
「
季
語
」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て

て
自
ら
の
俳
句
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。

季
節
に
変
化
の
な
い
熱
帯
や
、
日
本
の
季
感
季
語
の
通
用
せ
ぬ

外
国
で
、
俳
句
を
作
る
困
乱
と
矛
盾
―
―
こ
れ
に
は
説
が
種
種

あ
る
や
う
だ
。
私
は
俳
句
に
は
、
季
感
季
語
が
な
け
れ
ば
、
俳

句
で
は
な
い
と
思
ふ
。
し
か
し
、
熱
帯
へ
来
て
実
想
を
歪
め
て

ま
で
強
ひ
て
季
語
季
感
を
盛
る
必
要
は
今
の
と
こ
ろ
あ
る
ま

い
。
分
ら
な
く
な
れ
ば
理
論
と
い
ふ
も
の
は
一
息
つ
い
て
ほ
つ

て
お
く
方
が
延
び
る
先
の
面
白
さ
が
あ
る
も
の
だ
。
理
論
を
実

相
に
従
へ
る
べ
き
期
間
を
知
る
こ
と
が
何
事
も
肝
要
だ
。

 

（
三
月
十
二
日
）

横
光
が
芭
蕉
と
の
血
縁
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
し
て
い
た
の
は

有
名
で
、
彼
の
俳
句
へ
の
格
別
な
親
し
み
も
出
自
へ
の
自
負
を
き
っ

か
け
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
説
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
横
光

が
俳
句
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
く
つ
か
の
言
説
を
仔
細
に
見
て
い
く

と
、
そ
の
議
論
は
基
本
的
に
季
語
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て

お
り
、
し
か
も
確
固
と
し
た
立
場
を
一
貫
し
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
右
の
引
用
文
に
お
け
る
「
実
想
を
歪
め
て
ま
で
強
ひ
て
季
語
季

感
を
盛
る
必
要
は
今
の
と
こ
ろ
あ
る
ま
い
」、「
理
論
を
実
相
に
従
へ

る
べ
き
期
間
を
知
る
こ
と
が
何
事
も
肝
要
だ
」
な
ど
の
記
述
か
ら
も

伺
わ
れ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
横
光
の
考
え
に
よ
る
と
、
四
季
の
区
別

と
そ
れ
に
基
づ
く
季
語
の
分
類
は
本
質
的
に
自
然
と
の
リ
ア
ル
な
触

れ
合
い
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
環
境
の
実
際
の
状
況
と

詠
み
手
の
生
々
し
い
感
覚
か
ら
乖
離
し
た
既
成
の
抽
象
概
念
と
し
て

扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
中
の
見
聞
を

記
す
﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
後
半
に
お
い
て
、
異
国
で
は
日
本
人
の
「
季

語
」
が
も
は
や
通
用
し
な
い
と
い
う
意
味
合
い
で
、
俳
句
の
存
在
は

︿
私
﹀
の
記
録
か
ら
完
全
に
消
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
点
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
例
え
ば
「
私
は
俳
句
に
は
、

季
感
季
語
が
な
け
れ
ば
、
俳
句
で
は
な
い
と
思
ふ
」
と
い
う
記
述
が

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
季
語
が
な
け
れ
ば
俳
句
と
い
う
文
学
形
式
は

も
は
や
成
り
立
た
な
い
と
横
光
は
か
な
り
確
信
的
に
言
い
切
っ
て
お
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り
、
無
季
俳
句
に
対
し
て
強
い
抵
抗
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
理
論
よ
り
も
実
相
を
重
視
し
、
た
だ
の
既
成
概
念

と
し
て
季
語
を
俳
句
に
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
い
う
横
光
の
立

場
は
あ
く
ま
で
も
「
有
季
」
と
い
う
大
前
提
の
も
と
で
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

　

日
本
の
国
で
無
目
的
に
な
る
た
め
に
は
、
自
然
季
節
を
重
ん

ず
る
よ
り
外
に
方
法
は
な
い
。
無
に
入
る
た
め
に
は
、
今
ま
で

の
と
こ
ろ
季
節
を
重
ん
ず
る
こ
と
が
技
術
で
あ
り
方
法
な
の
で

あ
る
。（
中
略
）
私
は
俳
句
と
い
ふ
も
の
か
ら
季
節
を
と
れ
と

い
ふ
説
を
聞
く
た
び
に
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
熱
中
す
る
も
の
だ

と
い
つ
も
思
ふ
。
し
か
し
歳
事
記
に
現
れ
た
や
う
な
季
節
感
に

は
、
新
人
は
と
ら
は
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
に
か
は
る
季
節

の
研
究
が
起
ら
な
け
れ
ば
新
し
い
無
は
な
か
な
か
発
見
出
来
る

も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
自
分
と
い
ふ

自
然
の
生
理
作
用
が
季
節
で
あ
る
か
、
季
節
が
自
分
の
生
理
で

あ
る
か
は
さ
う
無
雑
作
に
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
が
、
考
へ
れ

ば
ま
だ
こ
こ
に
も
季
節
の
面
白
さ
が
十
分
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
と

思
ふ
。 

（「
季
節
」
初
出
未
詳
）

「
季
節
」
は
無
論
外
界
の
自
然
環
境
の
移
ろ
い
を
表
す
重
要
な
指

標
な
の
だ
が
、し
か
し
横
光
が
特
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

︿
自
然
﹀
の
状
況
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
季
節
」
を
感
じ
る
前
提
と

し
て
俳
句
の
詠
み
手
自
身
は
ま
ず
は
必
ず「
無
」（
あ
る
い
は「
無
目
的
」）

の
境
地
に
入
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

絶
え
ず
変
化
す
る
︿
自
然
﹀
と
い
う
外
的
条
件
の
み
な
ら
ず
、「
無
」

の
状
態
に
あ
る
︿
自
己
﹀
と
い
う
要
素
も
同
時
に
満
た
さ
れ
た
時
に

お
い
て
初
め
て
、た
だ
の
既
成
概
念
で
は
な
い
本
当
の
意
味
で
の「
季

節
」
が
現
れ
て
く
る
、
と
い
う
主
張
が
横
光
の
俳
句
認
識
の
重
要
な

核
心
部
分
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
無
目

的
に
な
る
た
め
に
は
」、「
無
に
入
る
た
め
に
は
」、「
季
節
の
研
究
が
起

ら
な
け
れ
ば
新
し
い
無
は
な
か
な
か
発
見
出
来
る
も
の
で
は
な
い
」

と
い
っ
た
言
い
方
を
よ
く
吟
味
す
れ
ば
、横
光
が
と
り
わ
け
「
季
節
」

の
問
題
に
着
目
し
色
々
と
批
評
を
行
っ
た
の
は
、
俳
句
そ
の
も
の
へ

の
関
心
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
書
く
主
体
の
無
化
と
い
う
彼
が
従
来

か
ら
持
っ
て
い
る
創
作
上
の
志
向
性
と
も
緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
汲
み
取
れ
る
。

横
光
の
俳
句
を
め
ぐ
る
様
々
な
指
摘
の
ほ
と
ん
ど
は
、
小
説
作
法

の
文
脈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
文
学
ジ
ャ
ン
ル
間
の
区
別
を

止
揚
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
彼
は
「
満
目
季
節
」（「
馬
酔
木
」
昭
十
二
・
四
）
と
い
う
一
文
に

お
い
て
、「
俳
句
も
小
説
も
私
に
と
つ
て
別
の
も
の
だ
と
は
思
へ
な
く

同
じ
に
見
え
る
。
小
説
家
が
俳
句
を
作
る
と
俳
人
に
軽
蔑
す
る
人
が

多
い
が
、
私
は
そ
の
人
の
「
心
」
を
疑
ふ
」
と
、
小
説
と
俳
句
の
根
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底
に
共
通
の
原
理
が
あ
る
こ
と
を
熱
心
に
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
秋

桜
子
と
の
対
談
記
（「
俳
句
研
究
」
昭
十
一
・
十
二
）
に
お
い
て
も
、
横

光
は
「
私
な
ど
が
若
し
俳
句
を
作
る
ん
で
し
た
ら
、
散
文
を
や
つ
て

る
せ
ゐ
か
、
無
季
は
や
は
り
嫌
ひ
で
す
ね
」
と
、
や
は
り
散
文
と
韻

文
と
の
内
的
繋
が
り
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、
留
意
す
べ
き
な
の

は
、
彼
は
こ
こ
で
、
自
分
が
頑
な
に
守
っ
て
い
る
無
季
否
定
の
立
場

は
散
文
形
式
へ
の
思
い
や
こ
だ
わ
り
に
依
拠
す
る
も
の
な
の
だ
と
明

確
に
説
明
し
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
対
談
に
お

い
て
横
光
は
「
俳
句
は
抒
情
詩
だ
と
は
思
は
な
い
」、「
俳
句
を
抒
情

詩
と
す
る
こ
と
は
ま
だ
僕
に
は
疑
問
で
す
」
な
ど
と
、
俳
句
＝
「
抒

情
詩
」
と
い
う
図
式
へ
の
否
定
的
な
態
度
を
示
し
、
俳
句
と
は
あ
ら

か
じ
め
存
在
す
る
情
緒
を
自
然
風
物
に
託
し
て
発
露
す
る
た
め
の
も

の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
「
心
を
空
虚
に
し
た
所
に
映
る

自
然
の
変
化
」
を
伝
え
る
文
学
形
式
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
認
識
は
、
俳
句
論
の
系
譜
で
言
え
ば
、
虚
子
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
客
観
写
生
」
の
意
味
に
極
め
て
近
い
も
の
な
の
だ
が
、
そ
の
内

実
は
横
光
の
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
反
す
る
小
説
観
に
通
じ
て
い

る
と
み
る
の
は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

俳
句
は
、
横
光
の
考
え
で
は
、
ま
さ
に
︿
変
化
﹀
を
基
本
と
し
て

成
立
し
そ
の
存
在
意
義
を
持
つ
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
り
、
ま
た

こ
の
場
合
の
︿
変
化
﹀
に
は
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
気
候
が
複
雑
で
激
し
く
変
化
し
続
け
る

と
い
う
日
本
特
有
の
自
然
環
境
の
中
で
俳
句
と
い
う
文
学
形
式
が
生

ま
れ
た
、
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
発
生
論
的
レ
ベ
ル
の
意
味
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
俳
句
の
詠
み
手
は
常
に
単
一
の
ル
ー
ル
や
固
定
観
念
に

囚
わ
れ
な
い
よ
う
用
心
し
、「
無
」
の
状
態
を
も
っ
て
「
自
然
の
変
化
」

と
リ
ア
ル
に
触
れ
合
う
べ
き
だ
、
と
い
う
作
法
上
の
問
題
で
あ
る
。

昭
和
十
二
年
三
月
二
日
に﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄に
掲
載
さ
れ
た「
早

春
雑
句
」
に
お
い
て
、
横
光
は
「
真
実
な
る
も
の
盡
く
季
節
な
ら
ざ

る
は
な
い
。
日
本
人
と
し
て
一
生
に
一
度
も
季
節
を
喜
ぶ
心
も
持
た

ず
終
る
人
は
、
何
物
か
に
偽
り
の
こ
と
に
急
が
し
い
人
で
あ
ら
う
」

と
、
日
本
人
の
国
民
性
の
一
つ
に
季
節
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
が
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
。
横
光
が
こ
こ
で
俳
句
の
文
脈
で
語
っ
て
い
る

︿
日
本
﹀・︿
日
本
人
﹀
は
明
ら
か
に
日
本
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
既
成
の
価
値
観
や
概
念
の

支
配
を
拒
む
「
無
目
的
」、「
無
」
の
基
盤
の
上
に
成
り
立
つ
理
念
な

の
で
あ
る
。

四
も
し
横
光
が
和
辻
の
﹃
風
土
﹄
を
実
際
に
読
ん
で
何
ら
か
の
共
感

を
覚
え
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
も
う
一
つ
あ
る
と
推

測
で
き
る
。
和
辻
は
、
人
間
の
芸
術
想
像
力
は
自
然
環
境
の
相
違
に
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基
づ
い
て
異
な
る
種
々
の
芸
術
パ
タ
ー
ン
を
作
り
出
し
て
い
る
た

め
、
文
芸
や
芸
術
の
表
現
様
式
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
風
土
」
の
現
象

で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
﹃
風
土
﹄
の

第
三
章
「
芸
術
の
風
土
的
性
格
」
に
お
い
て
詳
し
い
論
証
を
行
っ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
部
分
の
文
芸
生
成
に
関
す
る
言
及
こ
そ
、
横
光

が
当
時
か
な
り
関
心
を
持
っ
て
い
た
部
分
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
横
光
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
の
旅
は
、︿
自
然
﹀
と
い
う
視
座

か
ら
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
発
生
す
る
機
制
を
検
証
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

欧
州
滞
在
中
、
横
光
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
欧
州
体
験
と
そ
の

旅
行
記
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
旅
を
し
て
い
た
。
ま
た
、例
え
ば「
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
多
年
あ
こ
が
れ
た
巴
里
へ
来
て
、
た
つ
た
二
ケ

月
で
フ
ロ
ウ
レ
ン
ス
へ
逃
げ
出
し
、
ほ
と
ん
ど
巴
里
の
事
に
関
し
て

書
か
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
も
つ
と
も
だ
と
思
ふ
。
私
も
ど
う
い

ふ
も
の
だ
か
早
く
フ
ロ
ウ
レ
ン
ス
へ
行
き
た
く
て
な
ら
ぬ
」（
四
月

七
日
）、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
こ
こ
で
毎
日
賭
博
を
し
た
。
私
が

レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
持
つ
て
出
よ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
と
、
必
死
に
考

へ
て
ゐ
る
の
と
ど
こ
が
違
ふ
の
か
」（
八
月
七
日
）
と
い
っ
た
記
述
か

ら
も
、
こ
れ
が
決
し
て
た
ま
た
ま
想
起
さ
れ
た
文
豪
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

な
ど
で
は
な
く
、
自
ら
の
心
境
や
問
題
意
識
と
の
同
質
性
を
と
り
わ

け
強
調
す
る
形
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
長
い
間
欧
州
に
憧
れ
、
一
八
六
二
年
に
よ

う
や
く
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
遍
歴
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
の
間
の
彼
の
活
動
や
感
想
な
ど
は
﹃
夏
の
印

象
に
就
い
て
の
冬
の
記
録
﹄（
一
八
六
三
年
、
現
在
で
は
一
般
的
に
「
冬

に
記
す
夏
の
印
象
」
と
い
う
題
名
に
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
と
い
う
旅

行
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
日
本
語
訳
は
ち
ょ
う
ど
昭
和

十
年
、
す
な
わ
ち
横
光
の
欧
州
旅
行
の
前
年
に
三
笠
書
房
刊
の
﹃
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
全
集
﹄
の
第
十
二
巻
に
収
録
さ
れ
た
た
め
、
横
光

が
欧
州
に
赴
く
前
に
こ
の
旅
行
記
を
す
で
に
手
に
取
っ
て
読
ん
で
い

た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

長
年
の
憧
れ
が
完
璧
に
裏
切
ら
れ
た
と
も
言
え
る
ほ
ど
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
目
に
映
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
は
酷
い
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、﹃
夏
の
印
象
に
就
い
て
の
冬
の
記
録
﹄
に
書
き
留
め
ら
れ
た

数
々
の
見
聞
や
感
想
な
ど
か
ら
、
西
欧
主
義
に
対
す
る
彼
の
批
判
的

立
場
が
明
白
に
読
み
取
れ
る
。
作
品
全
体
と
し
て
は
、
ス
ラ
ブ
主
義

的
あ
る
い
は
民
族
主
義
的
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。﹃
欧

洲
紀
行
﹄
に
見
ら
れ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
関
す
る
数
多
く
の
言

及
も
基
本
的
に
こ
の
事
実
か
ら
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
な
い
の
だ

が
、
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
横
光
が
と
り
わ
け
注
目
し
た

の
は
必
ず
し
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
民
族
主
義
思
想
そ
の
も
の
で
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は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。﹃
欧
洲
紀
行
﹄
に
お
け
る
関
連
箇
所
を

仔
細
に
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
四
月
七
日
の
日
記
に
お
け
る
「「
ロ

シ
ア
精
神
を
守
れ
。
新
し
い
ロ
シ
ア
文
学
を
起
せ
」
か
う
い
ふ
事
を

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
ど
う
し
て
も
云
ひ
出
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か

つ
た
も
の
が
、
こ
の
巴
里
に
は
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
一

文
か
ら
も
汲
み
取
れ
る
よ
う
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
特
に
パ
リ
に
覚
え
た
幻
滅
は
確
か
に
そ
れ
自
体
が
負
の
感
情
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
む
し
ろ
「
新
し
い
ロ
シ
ア
文
学
」
を
作

り
出
そ
う
と
い
う
彼
の
表
現
へ
の
意
欲
に
転
化
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
こ
そ
が
横
光
の
関
心
の
中
軸
を
な
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
西
欧
批
判
の
立
場
と
国
粋
主
義
に
対
す
る
横

光
の
理
解
は
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
文
学
へ
の
思
索
を
拠
点
と
し

て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
モ
ス
ク
ワ
で
の
見
聞
を
記
録
す
る
部
分
に
お
い
て
一

層
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
モ
ス
ク
ワ
に
到
着
し
て︿
私
﹀が
ま
ず「
ロ

シ
ア
は
平
原
ば
か
り
で
あ
る
。
日
本
の
幾
十
倍
の
平
原
の
連
続
。
こ

れ
が
み
な
草
ば
か
り
だ
。
荒
涼
と
し
た
草
の
奇
怪
さ
」（
八
月
十
三
日
）

と
い
う
、
壮
大
で
あ
り
な
が
ら
極
度
に
単
調
で
無
表
情
な
風
景
を
目

に
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
に
身
を
置
い
て
︿
私
﹀
が
真
っ
先

に
思
い
つ
い
て
語
り
出
し
た
の
は
旅
人
で
あ
る
自
分
自
身
の
境
遇
や

感
覚
で
は
な
く
、︿
変
化
﹀
に
乏
し
い
自
然
環
境
の
中
で
育
っ
た
当
地

の
人
々
の
心
理
状
態
な
の
で
あ
る
。

モ
ス
コ
ウ
の
街
に
は
河
を
中
心
と
し
て
な
だ
ら
か
な
起
伏
が
あ

る
。
大
草
原
の
た
だ
中
の
、
こ
こ
に
一
つ
の
街
を
造
つ
た
人
人

も
、
最
初
は
必
ず
こ
の
地
の
起
伏
と
水
に
心
を
ひ
か
れ
た
か
ら

で
あ
ら
う
。
一
つ
の
小
さ
な
起
伏
も
、
こ
の
平
原
の
人
人
に
と

つ
て
は
人
間
ら
し
い
唯
一
の
楽
し
い
変
化
で
あ
る
。

 

（
八
月
十
三
日
）

ロ
シ
ア
民
族
は
途
轍
も
な
く
単
調
な
自
然
環
境
に
対
す
る
強
い
忍

耐
力
を
鍛
え
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、さ
ら
に
重
要
な
の
は
、︿
単
調
感
﹀

に
反
発
し
よ
う
と
す
る
強
烈
な
意
欲
も
結
果
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の

だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
ほ
か
の
国
や
地
域
の
文
学
者
に
比
べ
て
、

ロ
シ
ア
の
作
家
た
ち
の
方
が
文
学
作
品
に
お
い
て
「
起
伏
」
＝
︿
変

化
﹀
の
要
素
を
自
覚
的
に
構
築
す
る
必
要
性
を
よ
り
強
く
実
感
し
て

い
る
、
と
い
う
論
理
が
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。「
ロ
シ
ア
の
民
族

が
よ
く
こ
の
草
原
の
中
で
今
ま
で
忍
耐
し
て
来
た
も
の
だ
」、「
人
種

の
伝
統
が
限
り
も
な
い
巨
大
な
草
の
中
か
ら
這
ひ
上
つ
て
来
た
」（
八

月
十
三
日
）な
ど
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
の
民
族
性
へ
の︿
私
﹀の
指
摘
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、「
ロ
シ
ア
文
学
の
尨
大
さ
は
自
国
の
こ
の
草
と
競
争

し
て
い
る
や
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
文
学
的
思
考
に
帰
着
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

山
あ
り
谷
あ
り
川
あ
り
野
あ
る
変
化
の
上
に
、
四
季
の
花
を
満
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し
、
風
月
の
優
雅
さ
に
溺
れ
得
ら
れ
る
日
本
の
庭
か
ら
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
想
像
は
出
来
な
い
。

 

（
八
月
十
三
日
）

常
に
︿
単
調
感
﹀︿
倦
怠
感
﹀
と
の
戦
い
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
ロ

シ
ア
民
族
は
、︿
変
化
﹀
が
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
き
た
日
本

人
た
ち
の
想
像
を
絶
す
る
精
神
的
試
練
と
苦
悶
を
経
験
し
て
き
た
か

ら
こ
そ
、
こ
の
民
族
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト
イ
と
い

っ
た
よ
う
な
大
作
家
が
現
れ
た
の
だ
、と
︿
私
﹀
は
主
張
し
て
い
る
。

だ
が
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
例
え
ば
、「
こ
こ
に
は
技
巧
は
皆
無
で

あ
る
。
技
巧
の
皆
無
と
い
ふ
平
原
は
日
本
人
の
頭
に
は
浮
び
や
う
が

な
い
」、「
ロ
シ
ア
の
草
を
見
て
ゐ
る
と
私
は
反
対
に
、（
中
略
）
あ
の

茫
漠
と
し
た
精
神
の
広
野
を
感
じ
る
」（
八
月
十
三
日
）
と
い
っ
た
記

述
か
ら
汲
み
取
れ
る
よ
う
に
、
自
然
の
単
調
さ
を
た
だ
の
克
服
す
べ

き
も
の
と
し
て
否
定
的
に
扱
う
立
場
が
こ
の
あ
た
り
か
ら
揺
れ
始
め

て
お
り
、「
技
巧
の
皆
無
」「
精
神
の
広
野
」
な
ど
と
い
っ
た
ロ
シ
ア

文
学
の
強
み
は
あ
る
意
味
で
は
こ
う
し
た
極
度
の
単
調
感
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
も
ま
た
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
部
分
の
叙
述
は
一
見
し
て

文
学
の
生
成
と
特
質
を
決
定
す
る
自
然
環
境
の
作
用
を
客
観
的
に
検

証
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
事
実
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、

横
光
の
中
で
こ
う
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
小
説
の
理
想
像
が
ま
ず
あ

ら
か
じ
め
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
寄
り
添
う
よ
う
に
︿
自
然
﹀
の

様
相
と
そ
の
機
能
が
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
昭
和
十

年
に
発
表
さ
れ
た
﹃
純
粋
小
説
論
﹄
に
お
い
て
、
横
光
は
「
生
活
に

懐
疑
と
倦
怠
と
疲
労
と
無
力
さ
と
を
ば
か
り
与
へ
る
日
常
性
を
の
み

選
択
」
す
る
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
批
判
し
、
小
説
家
は
「
変
化

と
色
彩
と
で
読
者
を
釣
り
歩
い
て
行
く
」
こ
と
が
で
き
る
構
成
力
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
認
識
こ
そ

異
国
の
状
況
に
向
け
る
横
光
の
眼
差
し
を
大
き
く
左
右
す
る
要
因
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
全
篇
に
わ
た
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
単
調
さ

に
過
剰
な
ほ
ど
敏
感
に
反
応
し
、︿
変
化
﹀
の
要
素
を
旅
行
中
に
執
拗

に
貪
り
続
け
る
旅
行
者
像
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
。
地
域
や
時

代
な
ど
を
問
わ
ず
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
共
通
す
る
普
遍
的
な
感
情

と
し
て
、
日
常
の
︿
単
調
感
﹀︿
倦
怠
感
﹀
を
打
破
で
き
る
︿
変
化
﹀

の
要
素
を
期
待
し
た
り
作
り
出
そ
う
と
し
た
り
す
る
志
向
性
が
常
に

人
間
の
中
に
宿
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
が
こ
の
旅
行
記
の
底
流
に

あ
り
、
異
な
る
複
数
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
重
層
的
に
表
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
認
識
は
反
私
小
説
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
小
説
の
論
理
に
由
来

し
て
お
り
、
し
か
も
旅
行
者
と
し
て
の
横
光
の
思
想
や
行
動
の
論
理
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と
軌
を
一
に
す
る
形
で
こ
の
紀
行
文
に
内
在
し
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
小
説
作
法
と
実
体
験
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
緊
密

に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
こ
そ
が
、﹃
欧
洲
紀
行
﹄
が
他
の
旅
行

記
と
は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

横
光
と
い
う
小
説
家
と
そ
の
創
作
活
動
、
特
に
後
期
の
作
品
を
検

討
す
る
場
合
、
彼
に
お
け
る
︿
日
本
主
義
﹀
の
問
題
を
い
か
に
理
解

し
評
価
す
る
か
が
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
る
。
本
論
の

考
察
で
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、﹃
欧
洲
紀
行
﹄
に
お
い
て
、
横
光

は
ロ
シ
ア
と
い
う
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
に
ま
た
が
る
第
三
者
的
な

空
間
を
取
り
上
げ
、
ま
た
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
の
欧
州

と
い
う
場
所
の
他
者
性
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
西

の
二
項
対
立
を
止
揚
し
相
対
化
す
る
視
座
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
視
座
は
単
な
る
旅
行
の
道
筋
に
よ
っ
て
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
を
支
え
て
い
る
の
は
、
国
や
地

域
の
枠
を
超
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
自
ら
の
文
学
創
作
上
の

立
場
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
作
品
に

見
ら
れ
る
西
欧
批
判
の
態
度
や
「
日
本
的
な
も
の
」
と
思
し
き
言
説

も
事
実
上
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
こ
う
し
た
文
学
創
作
上
の
立

場
を
前
提
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
え
て
俳
句
と
い
う
文

学
ジ
ャ
ン
ル
が
紀
行
文
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
の
も
、
た
だ
の
日
本
情

緒
の
即
興
的
な
発
散
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
既
成
概
念

や
固
定
観
念
を
拒
む
「
無
」
の
態
度
が
発
動
し
た
結
果
な
の
で
は
な

い
か
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹃
欧
洲
紀
行
﹄
の
射
程
は
こ
う
し
た
側

面
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
な
る
解
釈
の
可
能
性
や
余
地
を
持
っ
て
い
る

に
相
違
な
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
横
光
の
欧
州
旅
行
と
い
う

実
体
験
に
潜
ん
で
い
る
文
学
的
磁
場
を
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と

思
う
。

︻
注
︼

（
１
）
中
村
三
春
「
幻
想
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
│
「﹃
旅
愁
﹄
と
メ
タ
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
﹃
歐
洲
紀
行
﹄
│
」（﹃
横
光
利
一
と
歐
洲
と
の
出
会
い　
﹃
歐

洲
紀
行
﹄
か
ら
﹃
旅
愁
﹄
へ
﹄（
井
上
謙
、
掛
野
剛
史
、
井
上
明
芳
編　

お
う
ふ
う　

平
二
十
一
・
七
）。

（
２
）黒
田
大
河「
作
品
と
し
て
の「
欧
洲
紀
行
」│「
旅
愁
」へ
の
助
走
」（「
日

本
近
代
文
学
」
平
五
・
五
）。

（
３
）
和
辻
哲
郎
﹃
風
土
﹄
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
﹃
和
辻
哲
郎
全
集
﹄
第

八
巻
（
岩
波
書
店　

平
元
・
十
二
）
に
拠
っ
た
。

（
４
）
高
橋
幸
平
「
横
光
利
一
「
日
輪
」
の
素
材
と
創
作
過
程
」（「
京
都
大

学
國
文
學
論
叢
」
平
二
十
四
・
九
）。

（
５
）
山
本
亮
介
「
横
光
利
一
「
あ
る
長
篇
」(

﹃
上
海
﹄)

再
考
│
│
和
辻
哲

郎
の
思
想
を
補
助
線
に
」（「
日
本
近
代
文
学
」
平
十
二
・
十
）。
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（
６
）
川
谷
茂
樹
「
和
辻
哲
郎
﹃
風
土
﹄
に
お
け
る
他
者
理
解
に
つ
い
て
│
│

「
旅
行
者
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
」（「
北
海
学
園
大
学
学
園
論
集
」
平

十
八
・
三
）。

（
７
）
注
（
２
）
と
同
じ
。

＊ 

﹃
欧
洲
紀
行
﹄
か
ら
の
引
用
は
、
初
収
単
行
本
﹃
欧
洲
紀
行
﹄（
創
元
社　

昭
十
二
・
四
）
を
底
本
と
す
る
﹃
定
本
横
光
利
一
全
集
﹄
第
十
三
巻
（
河

出
書
房
新
社　

昭
五
十
七
・
七
）
に
拠
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
横
光
の
テ
ク

ス
ト
の
引
用
も
す
べ
て
、
こ
の
﹃
全
集
﹄
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
際

し
て
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。


