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こ
れ
か
ら、
「
文
承
根
十
八
木
正

建
畠

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

哲（
美
術
評
論
家
・
国
立
国
際
美
術
館
館
長）

峯
村
敏
明（
美
術
評
論
家）

中
原
佑
介（
美
術
評
論
家
・
兵
庫
県
立
美
術
館
館
長）

藁
科
英
也（
司
会
進
行
／
本
館
学
芸
係
長）

一

九
七
三
—
八
三
の

仕
事」

展
に
関
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
い
た
い
と
思
い
ま

す。
ま
ず、

建
畠
さ
ん
か
ら
文
承
根
（
一

九
四
七
—
八
二
）
と
八

木
正
（
一

九
五
六
ー
八
三）
の
作
品、

あ
る
い
は
作
家
に
関
る

お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す。

建
畠

文
承
根
は
一

九
四
七
年
生
ま
れ
で
し
た
か
ら
私
と
同

い
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
比
較
的
近
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た。

八
木
正
は
五
六
年
生
ま
れ
で
す
か
ら、

私
よ
り
若
く、

ま
だ
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
学
生
だ
っ
た。

こ
の一
一
人
は、

今
の
関
西
ア
ー
ト
・

シ
ー
ン
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な、

ポ
ス

ト
・

モ
ダ
ン
的
な
ニ
ュ

ー
・

ウ
ェ

ー
ヴ
と
は
違
う。

ニ
ュ

ー

ウ
ェ

ー
ヴ
が
登
場
す
る
以
前
の
七
0
年
代
後
半
は、

今
か
ら

見
れ
ば
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
ら
れ
か
ね
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る。

一

般
的
に
言
う
と
す
れ
ば、

文
の
場
合
は
日
本
で
生
ま
れ

日
本
で
育
っ
た
け
れ
ど
も
国
籍
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た。

作

家
活
動
の

途
中
か
ら
「
藤
野
登
（
ふ
じ
の

の
ぼ
る）
」

を

「
文
承
根
（
ム
ン

ス
ン
グ
ン
）
」

と
変
え
た
こ
と
が
示
す
よ
う

に、

ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
に
対
す
る
問
い
か
け
を、

自
分
の

根
幹
に
納
め
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
は
中
原
（
佑
介）

さ
ん
も
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も、

当
時
の
韓
国
に
「
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル」

と
い
う
動
向

が
あ
っ
た。

こ
れ
は
「
白
派」

と
か
「
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
派」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど、

非
常
に
禁
欲
的
で
一

種
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
的
な
繰
り
返
し
の
法
則
に
よ
っ

て
描
い
て
い

た。

日
本
で
も
東
京
画
廊
で
の
展
覧
会
や
中
原
さ
ん
の
言
説

を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
た（
註
l
)。

こ
の
動
向
に
対
す
る
文

の
関
心
は
今
回
展
示
さ
れ
て
い
る
文
の
ラ
バ
ー
テ
ッ
ク
ス
を

用
い
た
水
彩
に
良
く
現
わ
れ
て
い
る。

ど
こ
か
で
意
識
し
な

が
ら
自
分
独
自
の
非
常
に
繊
細
で
エ
レ
ガ
ン
ト
な
…
…

作

品
と
し
て
は
エ
レ
ガ
ン
ト
だ
け
ど、

本
人
は
わ
り
と
存
在
感

の
強
い
、

観
念
的
な
人
で
し
た。

結
構
「
重
い
」

人
で
し

た。

い
つ
も
考
え
て
い
て、

ボ
ソ
ボ
ソ
と
話
し
て
い
た。

軽

や
か
な
人
で
は
な
か
っ
た。

「
一

九
七
0
年
代
・

高
松
次
郎
以
後」

《
無
窮
詩
》
(
-

九
七
三）
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
す。

巻
紙

み
た
い
な
紙
の
上
を、

表
面
に
活
字
が
つ
い
て
い
る
球
を
転

が
し
た
作
品。

そ
れ
を
彼
は
尽
き
る
こ
と
の
な
い
詩、

い
く

ら
で
も
で
き
る
詩
と
い

う
こ
と
で
「
無
窮
詩」

と
名
付
け

た。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
読
ん
で
解
る
も
の
で
は
な
い
し、

読

ま
せ
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
。

文
字
に
よ
る
非
常

に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
世
界。

今
私
は
詩
集
を
出
版
し
て
い

ま
す
が、

そ
の
頃
は
美
術
館
に
勤
め
な
が
ら、

発
表
の
意
図

も
な
く、

一

人
で
詩
を
書
い
て
い
た。

詩
と
美
術
の
か
か
わ

り
の
こ
と
を
考
え
た
時
に、

彼
の
あ
る
意
味
で
は
オ
ー
ト
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
詩
を
産
出
す
る
方
法
に
つ
い
て、

彼
と
意
見
が

合
っ
た。

文
字
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と、

絵
画
と
文
字
の
境

目、

あ
る
い
は
《
無
窮
詩
》

を
生
み
出
す
活
字
の
球
に
お
け

る
オ
ブ
ジ
ェ
と
文
字
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
彼
と
話

を
し
た。

彼
は
非
常
に
強
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
け
れ

ど
も、

し
か
し
そ
の
方
向
の
仕
事
は
《
無
窮
詩
》

を
生
み
出

す
だ
け
だ
っ
た。
一
二
十
六
オ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め

に
そ
の
後
の
彼
の
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残
念

で
す
け
れ
ど。

八
木
さ
ん
に
対
し
て
箇
条
書
き
に
言
え
ば、

ひ
と
つ
は
ミ
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ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た。

素
材
は
全

部
木
で
す
か
ら
「
戸
板
の
ジ
ャ
ッ
ド」

と
言
い
た
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す。

そ
れ
と
同
時
に
一

方
で
は、

こ
れ
は
誤
解
が

多
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、

表
面
の
あ
り
よ
う
と
か
素

材
の
味
の
中
に
や
は
り
ど
こ
か
京
都
的
な
体
質
と
言
う
か、

ク
ラ
フ
ト
的
な
感
党
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か。

こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
八
木
一

夫
(
-

九
一

八
—
七
九）
さ
ん
の
家
で
育

っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
し、

彼
の
直
接
的
な
教

師
が
小
清
水
漸
（
一

九
四
四
生）
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う。

今
思
え
ば
八
木
さ
ん
の
仕
事
は、

非
常
に
知
的
で
洗
練
さ

れ
た
仕
事
で
は
あ
る
け
れ
ど
も、

木
を
使
う
と
い
う
こ
と
の

中
に、

あ
る
チ
ー
プ
な
感
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る。

こ
れ
は

若
い
ひ
と
た
ち
に
と
っ
て
は、

ス
ー
ツ
と
入
っ
て
行
く
こ
と

が
で
き
る
世
界
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね。

彼
が
そ
の
頃
チ

ー
プ
な
も
の、

プ
ラ
ス
の
意
味
で
チ
ー
プ
な
も
の
を
目
指
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
先
駆
的
に、

世
代
的
に
あ
っ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か。

当
時
は
重
厚
長
大
な
思
考
と
い
う

も
の
に
対
し
て
批
判
的
な
風
潮
が
あ
っ
た
か
ら。

こ
れ
は
全

く
の
誤
解
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど、

今
か
ら
見
れ
ば、

そ
の

よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る。

続
い
て
峯
村
さ
ん。

峯
村

非
常
に
困
っ
て
お
り
ま
す。

と、

言
い
ま
す
の
は
こ

の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト、

東
京
で
も
そ
こ
そ
こ
発
表
を
行

っ
て
い
ま
し
た
の
で、

あ
る
程
度
見
て
い
た
記
憶
は
あ
り
ま

す
が、

さ
ほ
ど
強
烈
な
印
象
を
（
私
に）
残
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

何
か
食
い
足
り
な
い
感
じ
で
す
ね。

特
に
八
木
さ

ん
の
場
合
は
仕
事
が
丁
寧
な
だ
け
に、

作
品
の
学
ん
で
い
る

問
題
の
種
子
み
た
い
な
も
の
が、

ち
ょ
っ
と
酵
母
菌
不
足
な

の
か、

パ
ン

粉
そ
の
も
の
の
栄
養
が
足
り
な
い
の
か
…

「
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
だ
な」

と
い
う

思
い
で
作
品
を
見
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す。

早
く
亡
く
な

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て、

ほ
と
ん
ど

私
の
記
憶
か
ら
は
落
ち
て
い
ま
し
た。

二
人
は、
一

九
七
0
年
代
と
い
う
一

種
の
冬
の
時
代、

谷

間
の
時
代
の
あ
る
典
型、

そ
の
中
の
非
常
に
消
潔
な、

美
術

家
と
し
て
非
常
に
清
潔
な
生
き
方
を
保
っ
た
な、

と
い
う
好

も
し
い
印
象
は
持
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も、

自
分
で
そ
れ
ほ

ど
後
追
い
し
て
み
よ
う、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ

た。

今
回
の
カ
タ
ロ
グ
な
ど
を
見
ま
し
て
も、

私
は
一

遍
も

こ
の
二
人
に
対
し
て
言
及
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
で
す
ね。

私
の
評
論
活
動
は
だ
い
た
い
七
0
年
代、

六
0
年
代
の
終
わ

り
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら、

本
来
な
ら
ば
七
0
年
代
か

ら
八
0
年
代
の
初
頭
に
か
け
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
す
と、

何
か
書
い
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
が、

そ
れ
が
全
く
あ
り

ま
せ
ん。

今
回
の
鼎
談
は、

以
前
高
松
次
郎
(
-

九一
二
六
ー
九
八）
、

そ
れ
か
ら
斎
藤
義
重
(
-

九
0
四
—―
1

0
0
1
)

に
つ
い
て
行

っ
た
同
じ
顔
ぶ
れ
で、

引
き
続
き
み
た
い
な
も
の
で
こ
ち
ら

の
美
術
館
で
考
え
た
ら
し
い
で
す
が、

私
が
出
て
来
て
い
い

も
の
か
ど
う
か、

内
心
俯
泥
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す（
註
2
)
0

先
程
昼
食
の
お
り
の
話
で、

こ
の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

は
別
に
一

組
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、

別
々
で
も
い
い
の
で

す
け
れ
ど、

こ
こ
ま
で
美
術
館
で
ち
ゃ
ん
と
所
蔵
し
て、

持

ち
っ

放
し
で
は
な
く
研
究
を
し
て、

と
に
か
く
今
度
こ
う
い

う
か
た
ち
で
展
覧
会
を
行
う
ま
で
持
続
的
に
相
手
に
な
る
と

い
う
こ
と
は、

こ
の
美
術
館
の
学
芸
員
の
情
熱
と
い
う
か、

不
思
議
な
情
熱
だ
と
思
う
の
で、

本
当
は
こ
の
席
の
一

番
端

の
藁
科
さ
ん
が
私
の
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
浴
浴
と
彼
ら
に
つ
い

て
話
を
す
る
の
が
筋
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

だ
か
ら、

私
か
ら
こ
の
各
人
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
見
を
申

し
述
べ
る
機
会
が
な
い
ま
ま、

今
日
ま
で
参
り
ま
し
た。

こ

う
い
う
席
を
汚
す
者
と
し
て
ま
ず
い
こ
と
な
の
で
す
け
れ

ど。

前
回、

前
々
回
の
高
松
さ
ん、

斎
藤
さ
ん
の
時
に
は
そ

こ
そ
こ
に
想
う
と
こ
ろ
が
あ
り、

他
の
方
が
し
ゃ
べ
ら
な
け

れ
ば
私
か
ら
話
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た。

今
回、

そ
れ
に
値
す
る
何
を
見
出
す
べ
き
か
わ
か
ら
な
い
ま

ま
で
来
て
お
り
ま
す。

で
す
か
ら
話
が
進
行
す
る
過
程
で、

同
時
代
を
生
き
た
批
評
家
と
し
て
コ
メ
ン
ト
程
度
は
い
く
ら

で
も
申
し
上
げ
ま
す
が。

そ
れ
で
は
中
原
さ
ん。

中
原

私
は、

文
さ
ん
も
八
木
君
も
生
前
面
識
が
あ
り
ま
し

た。

文
さ
ん
は
一

九
八
二
年、

八
木
さ
ん
は
そ
の
翌
年
に
亡

く
な
っ
た。

し
か
も
文
さ
ん
は
三
十
代
前
半
に
腎
臓
癌、

八

木
さ
ん
は
二
十
五
オ
で
急
性
白
血
病
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
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も
の
で
す
か
ら
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た。

私
は
ず
ぼ
ら
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て、

そ
れ
ぞ
れ
二
人
と
最

初
に
あ
っ
た
の
が
い
つ
だ
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
記
録
を
全

然
残
さ
な
い
も
の
で
す
か
ら、

正
確
に
何
時
ど
う
だ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん。

た
だ
八
木
君
の
場
合、

私
は

彼
の
お
父
さ
ん
で
あ
る
有
名
な
陶
芸
家
の
八
木
一

夫
さ
ん
と

個
人
的
に
親
し
か
っ
た。

京
都
に
行
く
と、

八
木
（
一

夫）
さ

ん
が
夕
方
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
ち
構
え
て
い
て、
「
こ
れ
か

ら
呑
み
に
行
こ
う」

と。

京
都
に
行
っ
た
ら
必
ず
酒
を
呑
ん

で
い
ま
し
た。

そ
れ
で、

八
木
一

夫
さ
ん
の
息
子
が
彫
刻
を

や
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た。

こ
れ
は
峯
村
君
も
言
わ
れ
ま
し
た
が、

二
人
の
作
品
に
共

通
性
が
あ
る
か
と
言
う
と、

そ
れ
を
云
々
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
思
う。

八
木
正
の
方
は
木
を
使
っ
た
立
体
的
な
作
品

で、

文
承
根
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
平
面
的
な、

水
彩
や
写

真
を
使
っ
た
仕
事
で、

作
品
の
形
態
が
違
う。

文
さ
ん
は
一

九
六
八
年、

芦
屋
市
展
に
出
品
し
て、

こ
の
市
展
に
具
体
美

術
協
会
の
メ
ン
バ
ー
が
関
っ
て
い
た
こ
と
か
ら、

具
体
に
出

品
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す。

八
木
さ
ん
は
七
七
年、

京
展
に

出
品
し
た
こ
と
が
初
め
て
の
対
外
的
な
発
表
で、

二
人
の
作

品
の
発
表
活
動
が
重
な
る
時
期
は
七
七
年
か
ら
八
二
年、

五

年
間
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
す。

そ
の
頃、

私
は
関
西
に
お
り

ま
せ
ん
で
し
た。

時
々
行
っ
て、

二
人
が
出
品
し
て
い
る
展

覧
会
や
個
展
に
ぶ
つ
か
る
と、

作
品
を
見
て
い
ま
し
た。

文

さ
ん
に
関
し
て
言
い
ま
す
と、

六
九
年
に
京
都
で
野
外
彫
刻

展
が
あ
り
ま
し
て、

鴨
川
の
岸
で
や
っ
て
お
り
ま
し
た。

た

ま
た
ま
そ
の
時
に
彼
は
立
体
作
品
を
出
品
し
て
い
た。

そ
れ

か
ら、

八
木
さ
ん
は
生
前
そ
ん
な
に
個
展
を
や
っ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く、

五
回
ぐ
ら
い
。

亡
く
な
っ

た
八
三
年
に
す

ぐ、

い
い
作
家
が
若
く
し
て
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
私
が
京

橋
の
伊
奈
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
現
・

I
N
A
X
ギ
ャ
ラ
リ
ー）

で
遺

作
展
を
企
画
し
ま
し
た（
註
3
)
0

私
が
建
畠
君
と
峯
村
君
の
考
え
と
違
う
点
は、

関
西
の
一

九
七
0
年
代
の
美
術
は
非
常
に
活
発
だ
っ
た
と
い
う
こ
と。

む
し
ろ
静
か
だ
っ
た
の
は
東
京
の
方
で。

あ
の
頃、

関
西
は

今
で
も
仕
事
を
し
て
い
る
連
中
が
次

、々

ほ
と
ん
ど
毎
週
の

よ
う
に
展
覧
会
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た。

た
と
え
ば、

今
で

は
有
名
な
彫
刻
家
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も、

現
在
こ
の
美

術
館
で
も
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
村
岡
三
郎
(
-

九
二
八

生）

さ
ん、

そ
れ
か
ら
狗
巻
賢
二
(
-

九
四――一
生）
、

野
村
仁

（
一

九
四
五
生）
、

福
岡
道
雄
(
-

九―
二
六
生）
、

柏
原
え
つ
と

む
(
-

九
四
一

生）
。

沢
居
曜
子
（
一

九
四
九
生）
さ
ん
も
そ
う

で
す
し、

木
下
佳
通
代
(
-

九一
二
九
ー
九
四）
さ
ん
も
そ
う。

み
ん
な
七
0
年
代
の
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て、

関
西
の
み

な
ら
ず
東
京
で
も
よ
く
展
覧
会
を
や
り
ま
し
た。

建
畠
君
は

そ
う
い
う
も
の
を
余
り
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。

し
か
も、

今
と
は
違
っ
て
菅
木
志
雄
（
一

九
四
四
生）
や
彦
坂

尚
嘉
（
一

九
四
六
生）
な
ど
も、

せ
っ
せ
と
関
西
で
個
展
を
や

り
ま
し
た。

だ
か
ら
私
は
静
か
ど
こ
ろ
か
非
常
に
活
気
が
あ

っ
た
一

時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

一

年
前
に

美
術
の
形
式
と
し
て
は、

だ
ん
だ
ん
絵
画
が
表
に
出
て、

平
面
が
ど
う
だ
こ
う
だ
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
し
た。
一

九

六
0
年
代
は
そ
の
時
代
の
活
発
な
動
向
が
あ
り
ま
し
た
が、

私
は
日
本
の
戦
後
美
術
に
お
け
る
七
0
年
代
は
そ
れ
と
は
違

っ
た
か
た
ち
な
が
ら、

そ
れ
ほ
ど
静
か
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
認
識
し
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
で
文
さ

ん
も
八
木
君
も
仕
事
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。

一

九
七
三
年
か
ら
八
三
年
と
言
う
と、

建
畠
さ
ん
は
当
時

で
き
た
ば
か
り
の
国
立
国
際
美
術
館
で
勤
務
し
て
お
ら
れ

た。建
畠

美
術
館
の
開
館
は
一

九
七
七
年
で
す
が、

は
準
備
室
に
お
り
ま
し
た。

今
回
の
二
人
展
と
は
関
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が、

中
原
さ

ん
の
指
摘
は
認
め
ざ
る
を
得
な
く
て、

私
の
知
識
は
村
岡
さ

ん
と
そ
の
周
辺
の
作
家
た
ち
に
片
寄
っ
て
い
ま
し
た。

考
え
て
み
れ
ば、

私
は
当
時
も
企
画
展
を
や
っ
た
り
評
論

を
書
い
た
り
し
て
い
た。

な
ぜ
「
一

九
七
0
年
代
は
何
も
な

か
っ
た」

と
う
っ
か
り
言
っ
て
し
ま
っ
た
か。

い
わ
ゆ
る
ニ

ュ
ー
・

ウ
ェ
ー
ヴ
台
頭
の
直
前
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で、

本

質
的
な
部
分
は
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
た。

そ
れ
は、

中
央

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
う

け
れ
ど
も、

確
か
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

た
だ、

こ
の
二

人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悲
し
い
想
い
の
中
で、

そ
ん
な
幻
想
が
湧
い
て
し
ま
っ
て。

そ
こ
は
訂
正
し
ま
す。
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た
と。 先

程
名
前
が
挙
が
っ
た
野
村
仁
や
狗
巻
賢一
一
は、

い
い
意

味
で
も
悪
い
意
味
で
も
マ
イ
ナ
ー
な
エ
キ
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ

み
た
い
な
も
の
を
抱
え
て
い
て、

非
常
に
本
質
的
な
も
の
は

あ
っ
た
け
れ
ど
も、

孤
立
し、

屹
立
す
る
精
神
と
い
う
も
の

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い。

確
か
に
巷
の
話
題
な
ど
に
は
な

ら
ず、

村
岡
さ
ん
と
は
ま
た
違
っ
た
方
向
で
の
密
室
の
実
験

と
し
て
あ
っ
た。

文
さ
ん
と
八
木
さ
ん
の
場
合、

彼
ら
も
密
室
の
実
験
の
影

響
は
受
け
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど、

異
端
と
し
て
の
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
を
潔
し
と
し
た
あ
り
よ
う
と
は
違
う。

ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
で
あ
れ、
「
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
ソ
ウ
ル」

で
あ
れ、

そ
の

時
代
の
文
脈
に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
て、

今
見
る
と
非

常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
も、

当
時
の
状
況
の
中
で
孤
立
す
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
は
違

っ
て
い
た。

や
は
り、

当
時
の
時
代
性、

時
代
の
メ
ジ
ャ
ー

な
流
れ
と
の
関
係
で
理
解
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か。

メ
ジ
ャ
ー
と
い
う
こ
と
で
は、

当
時
の
高
松
次
郎
と
か

あ
る
い
は
「
も
の
派」

と
呼
ば
れ
た
動
向
は
や
は
り
関
東、

と
言
う
か
東
京
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
良

い
で
し
ょ
う
か。

す
る
と、

関
西
に
彼
ら
の
仕
事
が
波
及
し

峯
村

展
覧
会
の
二
人
に
つ
い
て
は
そ
う
で
し
ょ
う
ね。

ぼ

く
が
密
か
に
思
っ
た
の
は、

藁
科
君
な
ん
か
は
ど
う
も
商
松

に
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
強
い
の
で
は
な
い
か。

だ

か
ら
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
が
「
一

九
七
0
年

代
・

高
松
次
郎
以
後」

で
す
よ
ね。

や
は
り
高
松
を
入
れ
た

い
ん
だ
な
あ
…
…

そ
れ
は
解
り
ま
す。

そ
こ
で
本
題
に
戻
り
ま
す。

今
の、
一

九
七
0
年
代
に
何

も
な
か
っ
た、

い
や
大
い
に
充
実
し
て
い
た、

と
い
う
話
で

す
け
れ
ど
も、

複
雑
な
思
い
が
あ
り
ま
す。

と
い
う
の
は、

歴
史
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
七
0
年
代
と
い
う
時
代
相
を

見
る
か
に
よ
っ
て、

同
じ
現
象
が
全
く
違
っ
て
見
え
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す。
「
何
も
な
い」

と
言
う
の
は
ち
ょ
っ
と
極

端
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も。

私
は
「
谷
間
の
季
節」

と
言

い
ま
し
た。

つ
ま
り
何
か
雌
伏
す
る、

我
慢
す
る、

冬
の
季

節
で
す
ね。

そ
の
時
に
家
の
中
で
何
か
紡
い
で
い
る
わ
け

で、

春
が
来
た
ら
そ
れ
が
発
芽
す
る
だ
ろ
う、

そ
れ
ま
で
種

を
蒔
い
て
い
る
時
期。

実
を
言
う
と、

東
京
の
方
も
あ
る
意
味
で
そ
の
よ
う
な
季

節
だ
っ
た。

そ
れ
は、

も
の
派
は
か
な
り
派
手
な、

陽
性
の

季
節
の
最
後
を
飾
っ
た。
一

九
六
0
年
代
的
な
ア
ー
ト
で
は

な
い
の
だ
け
れ
ど、

六
0
年
代
的
な
ア
ー
ト
が
崩
壊
現
象
に

向
か
う
中
で、

そ
の
崩
壊
を
全
部
裏
返
し
に
し
て
派
手
に
見

せ
る
…
…

い
や、

そ
ん
な
風
に
言
う
と、

も
の
派
を
莫
迦

に
し
た
言
い
方
で、

た
だ
見
せ
た
だ
け
で
は
な
く
て
根
源
的

な
も
の
を
出
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど、

現
わ
れ
方
と
し
て
は

陽
性
で
す
ね。

じ
め
じ
め
し
た
よ
う
な、

も
う
何
も
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
凌
い
で
い
こ
う、

と
い
う
あ
り
方

で
は
全
然
な
い。

非
常
に
積
極
的
に
新
し
い
時
代
を
開
い
て

行
く
と
い
う
強
い
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
人
た
ち。

こ
れ
が

あ
る
意
味
で
言
う
と、
「
田
ん
ぼ
を
み
ん
な
荒
ら
し
て
し
ま

っ
た」

と
い
う
と
こ
ろ
が
少
し
あ
る。
「
荒
ら
し
た」

と
言

う
と
変
に
な
り
ま
す
が、

や
っ
て
い
た
人
た
ち
は
ご
く
自
然

に
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も、
「
も
の」

が
作
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た。

つ
ま
り、
一

九
六
0
年
代
に
も
そ
ん
な
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
が、

も
の
派
の
と
こ
ろ
で、
「『
も
の』

を
作

る」

と
い
う
こ
と
が
後
ろ
め
た
く
な
る
よ
う
な
季
節
に
入
っ

て
し
ま
っ
た。

私
は
実
際
に
何
人
も
の
意
気
錯
沈
し
て
し
ま

っ
た
人
た
ち
の
声
を
聞
い
て
い
る
の
で、

私
が
そ
う
思
う
以

上
に
そ
の
時
期
は
そ
う
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

、"
0

彦
坂
や
堀
浩
哉（
一

九
四
七
生）
は
学
園
紛
争
と
い
う
特
殊

な
事
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ、

必
ず
し
も
紛
争
み
た
い
な
こ
と

で
特
に
強
い
社
会
的
な
意
識
を
持
っ
た
人
で
な
く
と
も、
一

九
七
0
年
前
後
か
ら
多
く
の
人
が
「
も
の」

を
作
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た。

し
か
し、

自
分
が
芸
術
家
で
あ
る、

芸
術

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
い
は、

ど
ん
な
に

疑
っ
て
み
て
も
そ
れ
で
満
足
で
き
な
く
て、

や
っ
ぱ
り
「
何

か
始
ま
る
は
ず
だ」
「
何
か
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

と
い

う
風
に、

谷
間
の
季
節
の
中
で
シ
コ
シ
コ
と
種
を
蒔
く、

糸

を
紡
ぐ
と
い
う
こ
と
を
や
っ
た。

そ
れ
が
七
0
年
代
い
つ
ば

い
東
京
で
も
続
い
た
と
思
い
ま
す。

彦
坂
た
ち
の
場
合
か
な

り
社
会
的
な
発
言
が
強
か
っ
た
し、

文
章
家
で
も
あ
っ
た
か

ら、

か
な
り
賑
や
か
な
よ
う
だ
っ
た
け
れ
ど、

実
際
に
や
っ

て
い
る
仕
事
を
見
る
と
全
く
谷
間
の
仕
事
を
苦
労
し
て、

我
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（
六
枚
組）
》
（
オ
リ
ジ
ナ
ル

対
し
て
共
感
す
る
人
を
探
し
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
と
思
う。
一

時
的
に
せ
よ
北
辻
良
央
の
《
「
作
品」

一

九
七
一
）
な
ど
は、

私
も
驚
き

く
て
そ
れ
を
観
察
す
る
観
者
の
位
置
を
時
間
的
に
も
空
間
的

慢
し
て
続
け
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た。

関
西
の
方
を
見
る
と、

私
は
中
原
さ
ん
の
発
言
に
反
対
は

し
な
い
。

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す。
一

九
六
0
年
代
の
終

わ
り
出
て
来
た
人
で
す
け
れ
ど、

狗
巻
賢一
一
の
よ
う
な
大
変

不
思
議
な
個
性
に
つ
い
て、

今
で
も
私
は
深
い
印
象
を
持
っ

て
い
ま
す。

そ
れ
と、

彼
と
ほ
ぼ
同
年
輩
で
今
H
お
二
方
か

ら
名
前
が
出
て
来
な
か
っ
た
北
辻
良
央
（
一

九
四
八
生）
。

彼

は
私
が
非
常
に
注
目
し
た
人
で、

そ
れ
と
野
村
仁。

こ
の一――

人
は
ほ
ぼ
一

緒
の
世
代
で
す
け
れ
ど、

七
0
年
頃
の、

そ
れ

ま
で
の
派
手
な
芸
術
に
対
す
る
主
張
が
中
々
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て、

谷
間
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
時
の
代
表
で
す

ね。

谷
間
の
世
代
を
代
表
す
る
人
た
ち。

し
か
し
そ
れ
が、

種
を
蒔
い
て
糸
を
紡
い
で、

そ
の
後
不
思
議
な
か
た
ち
で
出

て
来
る
人
と、

必
ず
し
も
出
て
来
な
い
人
が
い
る。

そ
の
点

で
は
東
京
と
極
め
て
似
て
い
ま
す。

そ
の
頃、

彦
坂
尚
嘉
な

ど
は
よ
く
関
西
へ

出
向
い
て
い
た。

関
西
の
人
は
東
京
を
莫

迦
に
し
て、

と
言
う
か
ひ
ね
く
れ
て
い
て、

出
て
来
な
い
。

け
れ
ど
も、

京
都
で
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
や
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て、

東
京
の
人
は
よ
く
向
う

へ

行
っ
て
交
流
も
し
ま
し
た。

彦
坂
君
な
ど
は
意
識
の
持
ち

方
と
し
て、

今
堪
え
て
「
芸
術」

が
も
う
一

度
成
り
立
っ
た

め
の
道
筋
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

と
い
っ
た
考
え
に

ま
し
た
が
彦
坂
も
あ
の
作
品
に
打
た
れ
た。

冬
の
時
代
に
堪

え
る

彦
坂
は
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」

と
い
う
言
い
方
を

し
ま
し
た
が

こ
と
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と

感
得
し
た。

野
村
仁
さ
ん、

そ
れ
か
ら
狗
巻
賢一
一
な
ど
も
そ
の
頃
は
も

の
す
ご
く
輝
い
て
い
ま
し
た
が、

た
だ
表
れ
方
が
少
し
違
っ

て
い
た。

狗
巻
と
い
う
人
は
と
て
も
面
白
い
作
家
だ
け
れ
ど
も、

何

と
言
い
ま
し
ょ
う
か、

大
変
な
ひ
ね
く
れ
者
で
し
て。

京
都

の、

と
て
も
東
京
の
人
間
に
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
不
思
議

な
人
で。

高
い
教
養
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、

芸
術
な
ん

て
言
う
も
の
は
偉
そ
う
な
顔
を
し
て
や
る
に
は
値
せ
ん
わ、

て
な
顔
を
し
て。

で
も、

ち
ゃ
ん
と
細
々
と
や
っ
て
い
る。

谷
間
の
季
節
に
糸
を
紡
い
で
次
の
時
期
に
機
織
り
を
す
る
と

こ
ろ
ま
で、

行
っ
た
の
か、

行
か
な
か
っ
た
の
か。

彼
は
ま

だ、

最
近
ま
で
魅
力
の
あ
る
作
品
を
細
々
と
作
っ
て
い
る。

こ
れ
は
不
思
議
で
す。

そ
う
か
と
言
っ
て、

そ
ん
な
に
派
手

で
は
な
い
で
す
ね。

も
う
息
も
絶
え
絶
え
で、
「
あ
の
人、

止
め
て
し
ま
う
の
か
な」

と
思
っ
て
い
る
と、

ま
た
そ
の
う

ち
に
何
か
作
っ
て
い
る。

野
村
さ
ん
の
場
合
は
一

時、

映
像
を
や
っ
て
い
た
り
し
ま

し
た
が、

自
分
の
位
置
と
い
う
も
の
を
…
…

大
体、

彫
刻

を
や
っ
て
い
た
人
で
す
か
ら、

も
の
の
存
在
と
い
う
こ
と
を

強
く
意
識
し
て
い
た
人
で
す
が、

も
の
の
存
在
だ
け
で
は
な

に
も
大
変
シ
ャ
ー
プ
に
考
え
て
い
た。

か
な
り
し
ん
ど
い
の

で
は
な
い
か、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
現
象
的
な
も
の
を
追
い

つ
め
て
い
た。

あ
の
ま
ま
行
く
と、

実
存
主
義
的
な
自
己
閉

塞
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
ら、

長
い
こ

と
苦
労
し
て、

眼
を
天
空
に
向
け
た。

毎
晩、

真
夜
中
に
月

を
見
上
げ
て
写
真
を
収
め
る
よ
う
に
な
っ
た。

そ
れ
を
独
特

の
不
思
議
な
仕
掛
け
と
結
び
付
け
て、

自
分
の
問
題
で
は
な

く、
「
月
が
見
え
る」

と
い
う
現
象
を、

ち
ょ
っ
と
強
引
で

す
が
音
に
変
換
し
て
し
ま
う
と
か、

普
通
の
美
術
が
扱
っ
た

分
野
か
ら
離
れ
て
も、

誠
実
に
月
の
観
察
を
続
け
て
い
た。

お
そ
ら
く
当
時
彼
の
行
く
末、

今
日
の
野
村
さ
ん
と
い
う
も

の
を
予
見
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
思
う。

後
に
な
っ

て、

ま
す
ま
す
彼
の
不
思
議
な
世
界
が
現
わ
れ
て
き
た。

極

小
的
な、

芸
術
家
あ
る
い
は
人
間
の
実
存
的
な
存
在
の
あ
り

方
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て。

そ
の
対

極
み
た
い
な
と
こ
ろ
に、

こ
の
地
球
の
成
り
立
ち
や
人
間
の

発
生
の
始
ま
り、

宇
宙
の
存
在
の
あ
り
方
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で、

大
き
な
射
程
を
持
っ
て
彼
の
芸
術
の
世
界
は
拡
が
っ
て

い
っ

た。

元
々
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が、

そ
れ
を

次
々
と
表
に
出
す
よ
う
に
な
っ
た。

こ
れ
は
一

九
七
0
年
代
の
初
め
に
見
る
と、

谷
間
の
時
代

に
あ
っ
て
い
く
ら
活
動
的
だ
と
言
っ
て
も
…
…

私
も
端
く

れ
で
す
が、

中
原
さ
ん
の
よ
う
に
美
術
評
論
家
と
し
て
新
し

い
こ
と
を
一

所
懸
命
模
索
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
共
感
を
持

っ
て
見
て
い
れ
ば、

そ
れ
は
「
活
発」

と
い
う
こ
と
に
な
り
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中
原

ま
す
が、
別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば、
作
家
が
あ
ま
り
自
分
の

問
題
に
首
を
突
っ
込
み、
の
め
り
込
ん
で
浮
上
で
き
な
い
よ

う
に
も
見
え
る。
や
っ
ぱ
り、
谷
間
を
必
死
に
な
っ
て
這
っ

て
い
た
と
い
う
姿
だ
け
が
見
え
る。

そ
れ
と
関
連
し
て、
そ
ん
な
芸
術
家
は
他
に
も
沢
山
い
る

わ
け
で
す。
残
念
な
が
ら
野
村
君
の
よ
う
に
不
思
議
な
と
こ

ろ
に
自
分
を
開
放
し
た
人
ば
か
り
で
は
な
く、
紡
い
だ
糸
を

錦
に
ま
で
織
り
上
げ
る
暇
が
な
か
っ
た
人、
あ
る
い
は
そ
れ

ま
で
力
が
及
ば
な
か
っ
た
人
が
沢
山
い
る
わ
け
で
す。
だ
か

ら、
時
間
が
な
か
っ
た
文
と
八
木
の
二
人
は、
一
九
七
0
年

代
の
ひ
と
つ
の
代
表
的
な
現
れ
な
の
か
と
思
っ
た。

中
原

私、
今
の
峯
村
君
の
谷
間
説
に
も
反
対
で
す。
要
す

る
に、
自
分
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
い
な

か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
事
な
の
で、
そ
れ
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
才
能
だ
と
か
持
続
す
る
力
が
云
々
な
ん
て
…
…

だ
っ
て
同
じ
で
す
よ。

峯
村

ち
ょ
っ
と一
言
だ
け。
私、
関
心
を
持
っ
て
い
た
人

は
い
ま
す。
今
だ
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て。
東
京
の

方
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど、
も
の
す
ご
く
関
心
を
持
っ
て
い

る
人
が
い
て
…
…

私
は
関
西
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
東

京
の
こ
と
は
い
い
ん
で
す。
延
々
と
野
村
君
の
こ
と
を
言
っ

て、
肝
心
の
八
木
君
の
こ
と
を
全
然
触
れ
な
い。

私
は
峯
村
君
と
違
っ
て、
野
村
君
は
「
や
る」
と
思
い
ま

し
た。
実
際
に。
峯
村
君
は
触
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も、
彼

評
論
家

は
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
ソ
ー
ラ
ー
・
カ
ー
で
縦
断
し
た
り、

色
々
な
こ
と
を
や
っ
た。
実
存
と
か
何
と
か、
そ
ん
な
こ
と

は
全
然
関
係
あ
り
ま
せ
ん。
あ
の
人
は
何
で
も
観
察
す
る、

そ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
で
す。

峯
村

ソ
ー
ラ
ー
・
カ
ー
は
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
か
ら
の

作
品
で
し
ょ。
私
が
言
っ
て
い
る
実
存
的
云
々
と
い
う
の
は

早
い
時
期
の
作
品。

中
原

何
も
月
の
写
真
を
撮
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
「
実
存

的」
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ。
要
す
る
に

あ
れ
は
五
線
紙
に
月
の
偶
然
の
位
置
を
置
い
た
も
の
で。
音

楽
に
変
え
て
D
V
D
で
売
っ
て
い
ま
す
か
ら、

関
心
の
あ
る

人
は
ぜ
ひ
聴
い
て
下
さ
い。
も
う
ひ
と
つ
野
村
君
に
関
し
て

言
え
ば、
さ
つ
き
文
さ
ん
が一
九
六
九
年
の
鴨
川
の
野
外
彫

刻
展
に
野
村
君
も
出
品
し
て
い
ま
し
た。
私
そ
れ
を
見
て、

す
ご
い
作
家
が
出
た
と
思
い、
彼
に
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
ヘ

出
品
し
て
も
ら
っ
た。

そ
れ
か
ら
狗
巻
君。
こ
の
人
は
チ
ャ
ラ
ン
ポ
ラ
ン
な
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
が。
今
回
文
さ
ん
の
白
い
作
品
を
展
示
し
て

い
ま
す
が、
白
い
作
品
は
狗
巻
君
の
方
が
早
い。
一
九
七
0

年
代
の
早
い
時
期
に
制
作
し
て
い
た。
そ
れ
は
別
に
文
さ
ん

が
真
似
し
た
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て、
色
を
白
に

限
定
し
た
作
品
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
洋
の
東
西
色
々
あ

る
わ
け
で、
狗
巻
君
も
そ
う
い
う
仕
事
を
個
展
で
発
表
し
て

お
り
ま
す。
全
体
的
に
見
て
関
西
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

ヽ
＞

_「
関
西」
と
括
る
の
は
良
く
な
い
と
思
い
ま
す

な
ぜ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
禁
欲
的
で
す
ね。
非
常

に
考
え
て
作
品
を
作
る
と
い
う、
そ
う
い
う一
般
的
な
傾
向

が
あ
っ
て、
文
さ
ん
も
八
木
君
も
そ
う
い
う
大
き
な
流
れ
の

中
に
あ
る
と
思
い
ま
す。

彦
坂
君
は
学
園
紛
争
の
た
め
に
多
摩
美
術
大
学
で
籠
城
し

て
い
ま
す
が、
そ
の
籠
城
の
最
中、
彼
は
教
室
で
個
展
を
行

い
ま
し
た。
も
ち
ろ
ん
大
学
の
中
に
は
入
れ
ま
せ
ん
か
ら、

私
た
ち
は
学
生
た
ち
が
籠
城
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で一
晩
過

ご
し
て、
翌
日
彦
坂
の
展
覧
会
を
見
ま
し
た。
あ
の
人
は一

生
懸
命
片
方
で
学
園
紛
争
を
が
ん
ば
っ
て
い
ま
し
た
け
れ

ど、
や
っ
ば
り
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
が
自
分
の
仕
事
だ
と

い
う
こ
と
を、
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
い
た。

峯
村
君
が
さ
つ
き
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も、
京
都
ア
ン
デ

パ
ン
ダ
ン
に
つ
い
て。
東
京
で
行
わ
れ
て
い
た、
例
の
読
売

新
聞
社
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
は一
九
六
三
年
に
終
わ
り
ま
し

た
が、
京
都
で
は
続
き
ま
し
た。
文
さ
ん
も
京
都
ア
ン
パ
ン

に
出
品
し
て
い
た。
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
と
い
う
の
は
力
に

な
る
ん
で
す。
北
山
善
夫(-
九
四
八
生）
君
が
京
都
ア
ン
パ

ン
に
出
品
し
て、
私
は
「
こ
れ
は
面
白
い
仕
事
を
や
っ
て
い

る
な」
と
思
い
ま
し
た
し、
河
口
龍
夫(-
九
四
0
生）
君
も

そ
う
で
す。
無
審
査
で
す
か
ら
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
を
や

る
と
い
う
こ
と
で、
京
都
ア
ン
バ
ン
は
関
西
の
美
術
家
に
と

っ
て
非
常
に
良
い
発
表
場
所
だ
っ
た。
私
は
京
都
ア
ン
パ
ン

を
も
っ
と
高
く
評
価
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す。
た
だ、
八
木

君
は
京
都
ア
ン
パ
ン
に
は
出
品
し
て
お
り
ま
せ
ん。
文
さ
ん

ヽAカ
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峯
村文

さ
ん
の
白
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る

ア
ン
パ
ン
も
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
も
関
係
な
い
で
す
が、

私
は
建
畠
君
が
冒
頭
に

言
及
し
た
「
五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク

〈
白〉」

と
い
う
韓
国
の
現
代
絵
画
展
を
一

九
七
五
年
に
企
画

し
ま
し
た。

実
は、

韓
国
の
現
代
絵
画
が
積
極
的
に
展
開
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
七
五
年
で、

し
か
も
京
都
・

大
阪

は
東
京
に
較
べ
る
と
半
島
系
の
人
が
多
い
か
ら
み
ん
な
歓
迎

し
て
く
れ
る。

私
は
韓
国
の
紙
を
使
っ
た
展
覧
会
の
組
織
を

頼
ま
れ
て
京
都
の
美
術
館
で
開
催
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

す（
註
4
)。

韓
国
の
絵
画、

こ
の
影
響
は
多
分
非
常
に
大
き
い

も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

何
に
対
す
る、

ど
こ
へ
の
影
響
？

文
さ
ん
で
す。

は
い
は
い
。

そ
れ
は
よ
く
解
る。

中
原
峯
村

中
原

は
確
か
二
度
か――一
度
出
品
し
て
い
ま
す。

峯
村

今
カ
タ
ロ
グ
を
見
る
と、

文
さ
ん
は
一

九
七
三
年
と

七
五
年
に
出
品
し
て
い
ま
す
ね。

京
都
ア
ン
パ
ン
は
も
っ
と
前
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
て、

中

原
さ
ん
が
色
々
見
て
狗
巻
や
野
村
に
着
目
し
た
の
は
一

九
六

八、

九
年
ご
ろ
で
す
ね。

私
も
そ
の
頃
見
て
い
た。

非
常
に

シ
ャ
ー
プ
で
し
た
ね。

私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
一

九
七
六
年
に
京
都
ビ
エ
ン

ナ
ー
レ
が
あ
っ
た。

こ
の
時
は
（
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に）
も
う
初

期
の
シ
ャ
ー
プ
さ
は
な
く
て。

批
評
家
が
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
す

る
よ
う
に
な
っ
た
ら、

も
う
お
し
ま
い
で
す。

絵
に
つ
い
て、

今
回
の
展
覧
会
図
録
で
尾
崎
信
一

郎
さ
ん
が

根
源
的
な
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
し
た
優
れ
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
で
大
変
評
価
し
て
い
ま
す。

そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
読
み
ま

す
と、そ

れ
ら
は
水
彩
同
様
に
表
面
の
テ
ク
ス
チ
ュ

ア
を
強
調

し
た
繊
細
き
わ
ま
り
な
い
絵
画
で
あ
り、

色
調
は
白
い
モ
ノ

ク
ロ
ー
ム
で
統
一

さ
れ
て
い
る。

水
彩
に
は
な
お
残
っ
て
い

た
ス
ト
ラ
イ
プ
と
い
う
禁
欲
的
な
構
成
要
素
も
解
消
さ
れ

．

．

．

．

．

．

 

（
註
5
)

や
っ
ぱ
り、

中
原
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
ね。

で、

…
…
画
面
は
明
ら
か
に
絵
画
の
零
度
を
志
向
し
て
い
る。

私
は
こ
れ
ら
の
絵
画
を
イ
ヴ
・

ク
ラ
イ
ン、

ロ
バ
ー
ト
・

ラ

ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
か
ら
ロ
バ
ー
ト
・

ラ
イ
マ
ン、

日
本
に
お

い
て
は
村
上
友
睛
か
ら
五
十
嵐
彰
雄
に
い
た
る
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
絵
画
の
系
譜
の
中
で
検
証
し
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
駆

ら
れ
る。

…
…（
註
6
)

私
は
こ
れ
を
読
ん
で
ウ
ー
ン
と
思
い
ま
し
た。

こ
れ
は
ま

あ
尾
崎
さ
ん
に
は
限
ら
な
い
け
れ
ど
も、

日
本
の
美
術
の
展

開
を
ア
メ
リ
カ
の
美
術、

こ
こ
に
は
ク
ラ
イ
ン
も
挙
げ
ら
れ

て
い
ま
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
美
術
だ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ

ど、

ア
メ
リ
カ
の
文
脈
に
引
き
寄
せ
て
い
る。

こ
れ
は
影
響

で
は
な
く
て
あ
く
ま
で
比
較
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る

の
で
す
が、

実
際
に
は
日
本
あ
る
い
は
韓
国
も
含
め
た
身
近

な
と
こ
ろ
の
文
脈
の
中
に、

既
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在

し、

そ
れ
は
明
ら
か
に
（
文
に
対
す
る）
影
善
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
も
の
が
視
野
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は、

ち
ょ
っ
と

手
落
ち
で
は
な
い
か。

だ
か
ら、

中
原
さ
ん
が
今
言
っ
た
こ

と
は
全
く
そ
の
通
り
で
す。

中
原
さ
ん
が
言
っ
た、
「
五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク
〈
白〉」

と
い

う
展
覧
会
は
重
要
で
す
が、

も
と
も
と
関
西
に
は
鄭
相
和

（
一

九
三
二
生）
さ
ん
が
い
て、

こ
の
方
が
細
や
か
な、

ま
あ

白
と
言
っ
て
も
純
白
で
は
な
く
て
少
し
温
か
い
色
調
を
帯
び

た
絵
画
を
制
作
し、

桐
密
な
展
開
を
遂
げ
て
い
た。

実
際
に

は
解
り
ま
せ
ん
が、

そ
れ
が
縦
と
横
の
線
に
よ
っ
て
で
き
た

か
の
ご
と
く
細
か
な
升
目
の
よ
う
な
も
の
で
画
面
が
全
部
埋

め
ら
れ
て
い
る。

ち
ょ
っ
と
離
れ
て
見
る
と
細
か
な
四
角
が

並
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
し、

縦
と
横
の
線
が
交
差
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
四
角
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る。

今
回
出
品
さ
れ
て
い
る
文
さ
ん
の
作
品
の

作
り
方
は
違
い
ま
す
が、

ど
こ
か
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
が
意

識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か。

そ
れ
か
ら、

別
に
日
本
で

紹
介
さ
れ
な
く
て
も
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル
な
ど
に
集
ま

っ
た
人
た
ち
は
当
時
の
韓
国
の
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で、

非

常
に
似
た
資
質
を
持
っ
て
い
た。

似
た
よ
う
な
絵
を
描
い
て

い
た。

そ
の
と
こ
ろ
が
お
そ
ら
く
影
響
関
係
と
言
い
ま
す
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か、

そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う。

建
畠

文
さ
ん
の
話
で
す
が、

彼
が
活
動
し
て
い
た
時
代
が

逼
塞
し
て
い
た
の
か、

そ
れ
と
も
活
発
な
時
期
だ
っ
た
の

か。

こ
れ
は、

ひ
と
つ
の
事
の
考
え
方
の
両
面
だ
と
い
う
気

が
し
て
し
ま
い
ま
す。

文
さ
ん
が
意
欲
的
に
展
開
し
た
作
品

を
尾
崎
さ
ん
が
ミ
ニ
マ
ル
な
絵
画
に
結
び
つ
け
て
高
く
評
価

し
た
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば、

彼
は
具
体
美
術
協
会
の、

特

に
初
期
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
国
際
的
な
相
互
比
較
で、

あ
る

意
味
劇
的
に
成
功
す
る
ん
で
す
ね。

ダ
ダ
集
団
と
し
て
の
具

体、

絵
画
空
間
と
し
て
の
具
体
の
タ
ブ
ロ
ー
の
質
の
高
さ
と

い
う
も
の
を
評
価
す
る
際、

相
互
的
な
影
響
関
係
が
な
か
っ

た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
絵
画
と
引
き
較
べ

た。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
文
さ
ん
と
ア
メ
リ
カ
の
ミ

ニ
マ
ル
絵
画
を
比
較
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す。

そ

れ
は
そ
れ
で
興
味
深
い
に
し
て
も、

も
し
比
較
を
す
る
の
な

ら
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く、

直
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た

と
憶
測
さ
れ
る
エ
コ
ー
ル
・

ド
・

ソ
ウ
ル、

韓
匡
の
モ
ノ
ク

A

つ
と
…
…

ロ
ー
ム
絵
画
を
正
当
に
参
照
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

し、

あ
る
い
は
文
よ
り
わ
ず
か
に
先
行
し
て
い
た
は
ず
の
狗

巻
賢
二
の
絵
画
な
ど
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
い
ま

す。

狗
巻
と
の
場
合、

相
互
的
な
影
密
関
係
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
解
り
ま
せ
ん
が、

韓
国
の
画
家
た
ち
に
つ
い
て
は、

か
れ
の
生
い
立
ち
か
ら
考
え
て
影
響
関
係
は
あ
っ
た
は
ず
で

す。

た
だ、

そ
の
流
れ
だ
け
で
同
質
に
評
価
す
べ
き
か
と
言

も
し
文
さ
ん
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
取
り
上
げ

る
と
す
る
な
ら
ば、

も
う
少
し
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
だ
っ
た

と
思
い
ま
す。

や
り
方
だ
と
か、

シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
考
え

方
が。

全
体
的
に
も
《
無
窮
詩
》

の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
論
が
ど
こ
か
に
引
き
継
が
れ
て、

シ
ス
テ
ム
の

反
復
に
関
し
て
も
版
の
方
法
に
近
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う

気
が
し
ま
す。

そ
し
て、

こ
れ
は
全
開
し
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
憶
測
に
な
り
ま
す
が、

彼
に
は
社
会
的
な
問
題
意
識
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す。

在
日
と
し
て
置
か
れ
た
立
場
を
前
提

と
し
た
上
で。

も
ち
ろ
ん
社
会
派
で
も
な
か
っ
た
し、

禁
欲

的
に
自
分
の
世
界
に
止
ま
っ
た
人
だ
け
れ
ど
も、

そ
の
裏
側

に、

お
そ
ら
く
鄭
相
和
に
も
郭
仁
植
(
-

九
一

九
ー
八
八）

さ
ん
に
も
郭
徳
俊
(
-

九一
二
七
生）

さ
ん
に
も、
一

世
と
ニ

世
の
違
い
、

半
島
か
ら
来
た
か
日
本
で
生
ま
れ
た
か
の
違
い

は
あ
る
に
せ
よ、

名
前
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
を
生
涯
の
あ

る
時
期
に
経
験
さ
れ
て
い
る
点
で、

重
な
る
と
こ
ろ
が
あ

る。

文
さ
ん
の
作
品
か
ら
は
全
く
見
え
な
い
で
す
が、

そ
の

よ
う
な
問
題
意
識
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た。
「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
論」

が
《
無
窮
詩
》

に
結
び
付
い
て
い
る
と
す

れ
ば、

何
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
的
な
も
の
を
ど
こ
か
に
持
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か。

た
だ、

自
分
の
世
界
を
確
立
し
た
上
で

亡
く
な
っ

た
作
家
で
は
な
い。

三
十
代
半
ば
と
い

う
の

は

人
に
よ
っ
て
は
全
部
成
し
遂
げ
て
死
ぬ
人
も
い
る

わ
け
で
す
が

往
々
に
し
て
可
能
性
の
あ
る
人
は
二
十

代
に
制
作
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
現
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
け
れ

力
に
出
て
来
た
ニ
ュ
ー
・

イ
メ
ー
ジ
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と

ど。

文
さ
ん
は
や
は
り
絵
画
空
間
そ
の
も
の
を
尾
崎
さ
ん
の

言
う
よ
う
に
探
求
し
た
人
で
は
な
く
て、

も
う
ち
ょ
っ
と
コ

ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
方
法
を
持
っ
た
人
で
し
た。

そ
の
延
長

上
に
彼
が
置
か
れ
た
在
日
と
い
う
立
場
と
美
術
の
批
評
性
み

た
い
な
も
の
を
融
合
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と、

ぼ
く

は
思
い
た
い
。

そ
れ
は
多
少
個
人
的
な
接
触、

接
点
が
あ
っ

た
た
め
に
そ
う
思
う
だ
け
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が。

お
話
を
伺
っ
て
展
示
を
担
当
し
た
者
が
言
う
の
も
は
ば

か
り
が
あ
り
ま
す
が、

ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
た
い
の
は、

文

承
根
の
現
存
す
る
作
品
に
限
っ
て
見
る
と
《
活
字
球
》

と
そ

れ
以
後
の
水
彩
や
版
画、

油
彩
画
と
の
間
に
は
ど
こ
か
切
れ

て
い
る
部
分
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す。

こ
れ
は
八
木
正

に
も
関
っ
て
き
ま
す
が、

文
さ
ん
な
ら
平
面、

八
木
の
場
合

で
あ
れ
ば
彫
刻
と
い
っ
た
も
の
を
も
う
一

度
自
分
の
手
で
建

設
し
直
そ
う
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
で
す
が。

峯
村

そ
れ
は
ね
え
…

今
回
思
っ
た
の
は、

や
っ
ぱ
り
谷

間
の
典
型
で
す
ね。

そ
れ
は
ふ
た
つ
の、

前
の
時
期
の
メ
ン

タ
リ
テ
ィ
と
そ
の
後
で
出
て
来
る
か
も
知
れ
な
い、

そ
れ
が

ど
う
い
う
か
た
ち
で
出
て
来
る
か
判
ら
な
い
も
の
と。

建
畠

さ
ん
が
言
っ
た、
一

九
八
0
年
代
の
関
西
に
出
て
来
た
「
イ

エ
ス
・

ア
ー
ト」

や
「
フ
ジ
ャ
マ
ゲ
イ
シ
ャ
」

と
か、

八
二

年
ご
ろ
の
兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ー

ト
・

ナ
ウ」

な
ど
で
派
手
に
出
て
来
た
中
西
學
（
一

九
五
九

生）

君
と
か
ね。

東
京
で
言
っ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
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同
調
し
た
よ
う
な
も
の。
で
も、
そ
れ
と
は
違
う
も
の
も
あ

り
ま
す。
私
は
そ
ち
ら
の
方
し
か
興
味
が
な
く
て
…
…

も
の
派
か
ら
し
ば
ら
く
後
の
一
九
七
0
年
代
の
季
節
は

「
表
現」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
成
り
立
た
な
く
な
る
く
ら

い
に
芸
術
家
自
身
の
積
極
的
な
打
ち
出
し
方
が
で
き
な
く
な

っ
た
時
期
で、
も
の
派
独
特
の
哲
学
的
な
言
い
方
で
芸
術
家

が
主
体
と
し
て
表
に
出
る
事
を
禁
じ
る、
出
な
く
て
い
い
ん

だ
と
積
極
的
に
主
張
し
ま
し
た。
そ
の一
翼
を
少
し
担
っ
た

小
清
水
漸、
こ
れ
は
も
の
派
云
々
で
は
な
く
て
彼
の
師
匠
だ

っ
た
斎
藤
義
重
さ
ん
に
対
す
る
彼
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で、
斎

藤
さ
ん
を
尊
敬
し
て
い
る
け
れ
ど
斎
藤
さ
ん
が
「
表
現
は
し

な
い」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
自
分
は
そ
う
で
は
な
く
て
「
表

現
を
す
る」
と
い
う
方
向
で
道
を
開
き
た
い
と
は
っ
き
り
言

っ
て
い
る（註
7
)。
そ
れ
は
彼
が
も
の
派
の
時
期
を
経
て
い
な

が
ら
か
な
り
過
剰
な
く
ら
い
の
装
飾
性、
技
巧・
技
法
を
探

求
す
る
方
向
に
自
分
を
変
え
て
行
っ
た。
彫
刻
と
い
う
概
念

も
そ
れ
な
り
に
も
う一
度
呼
び
戻
し
た。
彼
は
そ
う
い
う
こ

と
で
た
く
ま
し
く、
そ
の
前
も
経
験
し
て
い
る
け
れ
ど、
そ

の
後
も
彼
な
り
の
行
く
道
と
い
う
も
の
を
示
し
た
わ
け
で
す

ょ゚
八
木
さ
ん
と
い
う
の
は、
こ
れ
は
私
な
ど
の
固
定
概
念
か

も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、
小
清
水
さ
ん
の
弟
分、
舎
弟
分
と

い
う
感
じ
が
し
ま
す。
小
清
水
君
の
よ
う
に
想
像
力
と
か、

あ
る
い
は
物
質
そ
の
も
の
が
命
じ
る、
新
し
い
「
創
造
さ
れ

得
る
世
界」
を
ど
ん
ど
ん
出
す
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
ず、

手
法
で
す。
工
芸
的
な
ま
で
に
「『
も
の』
を
作
る」
と
い

う
こ
と
の
自
覚
は
小
清
水
漸
に
近
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ

て、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
小
清
水
の
方
が
も
の
に
よ
れ
ば
影
響

を
受
け
て
い
る
の
か
と
思
い
た
く
な
る
局
面
も
あ
り
ま
す。

だ
け
れ
ど
も
小
消
水
の
よ
う
に
派
手
な
物
質
的
想
像
力
を
ポ

ー
ン
と
前
に
出
す
こ
と
は
や
ら
な
か
っ
た、
や
る
に
は
ち
ょ

っ
と
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
の
か、
気
質
と
し
て
も
っ
と
ミ

ニ
マ
ル
な
場
に
止
ま
り
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く、
あ
え
て

し
な
か
っ
た
の
か。
ど
ち
ら
に
し
て
も
谷
間
で
あ
る
こ
と
に

ず
っ
と
耐
え
た
感
じ
が
す
る。

文
さ
ん
の
場
合、
さ
っ
き
の
話
だ
け
ど
も、
李
萬
換（一

九―
二
六
生）
の
展
開
が
す
ご
く
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す。
一
九
七
三
年
の

《
活
字
球》
は
そ
れ
自
体
興
味
が
あ
っ
て
面
白
い
も
の
だ
と

思
い
ま
す
が、
六
0
年
代
の
芸
術
家
で
も
充
分
に
で
き
る
よ

う
な
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
仕
事
だ
と
思
い
ま
す。
そ
の
後

は、
あ
え
て
自
分
の
身
体
的
な
連
続
性
と
言
う
か、
一
回
性

と
連
続
性
を
兼
ね
備
え
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
絵
を
作
る、
版

画
的
な
手
法
で
絵
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る。
そ

れ
か
ら、
写
真
を
用
い
た
版
画
の
場
合、
イ
メ
ー
ジ
を
あ
え

て
否
定
し
な
い
で
そ
れ
を
絵
の
中
に
取
り
込
む
と
い
う
点
で

む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
る。
ま
あ
ち
ょ
っ
と
工
芸
的
な

か
と
言
っ
て
前
の
時
代
の
ま
ま
で、
も
の
派
の
よ
う
に
「
も

の」
を
「
関
係」
の
中
に
置
い
て
提
示
す
る
だ
け
で
は
飽
き

足
り
ず、
や
っ
ぱ
り
作
っ
て
い
る。
木
の
中
に
木
を
埋
め
込

は、
あ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
吉
田
克
朗（一
九
四
三
ー

九
九）
さ
ん
の
仕
事
が
ヒ
ン
ト
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か。

つ
ま
り、

表
現
と
か
イ
メ
ー
ジ
の
活
用
を一
度
遮
断
し
た
人

た
ち
が
自
ら
先
に
進
み
出
て
い
た。
吉
田
克
朗
な
ど
は
七―――

年
ご
ろ
に
は
も
う
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
開
始
し
て
い
た。
李

さ
ん
も
七
三
年
ご
ろ
か
ら
点
を
打
つ
よ
う
な
絵
を
作
っ
て
い

る。
そ
れ
が
文
さ
ん
の
仕
事
に
大
き
な
力
を
添
え
た
と
思
い

ま
す。
そ
れ
が
自
分
な
り
に
充
分
や
る
に
は
ち
ょ
っ
と
力
不

足
だ
っ
た
か、
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
か。

建
畠

今
の
話
で
納
得
で
き
ま
す。
文
さ
ん
の一
九
八
二
年

の
個
展
を
見
た
の
で
す
が、
亡
く
な
る
数
週
間
前
の
個

展（註
8
)

で、
も
う（
体）
力
が
な
か
っ
た。
必
死
に
な
っ
て
描

い
て
い
て、
色
を
使
っ
た
ス
ト
ラ
イ
プ
で、
思
う
よ
う
に
線

が
引
け
て
い
な
か
っ
た。
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は、
も
う一
度
見
て
み
な
い
と
判
り
ま
せ
ん

が、
そ
れ
は
明
ら
か
に
李
さ
ん
的
な
方
法
の
導
入
で、
さ
っ

き
ミ
ニ
マ
ル
・
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
絵

画
的
な
志
向
が
強
か
っ
た。
そ
れ
が
も
し
彼
の
方
向
だ
っ
た

と
す
れ
ば、
逆
に
ぼ
く
が
言
っ
た
方
向
と
同
じ
で
あ
っ
て、

李
さ
ん
の
絵
画
が
動
機
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い。

峯
村

何
点
ぐ
ら
い
出
て
い
た
の。

建
畠

ギ
ャ
ラ
リ
ー
白
で
す
か
ら
ね、
ま
あ
五
点
と
か
六
点

と
か。
「
も
う
フ
レ
ー
ム
を
打
つ
釘
が
打
て
な
い」
と
言
っ

て
泣
い
て
い
ま
し
た。

I
水
彩
が
多
い
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
し
ょ
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う
ね。

油
絵
具
は
ど
う
し
て
も
体
力
が
必
要
で
す。

自
分
で
下
地
を
塗
る
だ
け
で
も
大
変
で
す
よ。

彼、

体
力
な
か
っ
た
ね。

顔
色
も
悪
か
っ
た
し。

文
さ
ん
も
そ
う
で
す
し
八
木
君
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も、

今

日
は
色
々
な
作
品
の
影
善
を
論
じ
る、

最
初
か
ら
そ
う
い
う

こ
と
を
取
り
上
げ
て
話
を
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ

ど、

特
に
文
さ
ん
の
場
合
は
李
萬
換
さ
ん
の
影
響
が
非
常
に

強
か
っ
た、

そ
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
八
木
君
の
作
品
も
李
さ

ん
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
う。

な
ぜ
か
と
言
う
と、

こ

の
美
術
館
で
同
時
開
催
さ
れ
て
い
る
「
一

九
七
0
年
代
の
美

術」

の
入
っ
た
と
こ
ろ
に
李
さ
ん
が
木
を
彫
っ
た
作
品
が
あ

る。

板
に
傷
を
つ
け
た
作
品（
註
9
)。

何
を
し
て
い
る
か
と
言

う
と、

表
面
の
面
積
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で、

あ
れ
は
傷
を
…
…

そ
の
隣
に
孔
を
開
け
た
作
品
が
あ
っ

て（
註
10
)、

こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
す
が、

李
さ
ん
は
一

貫
し
て

「
表
面」

と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
来
た
人
な
の
で、

最

近
の
作
品
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も、

今
回
並
ん
で
い
る
作
品

も
み
ん
な
そ
う
で
す。

あ
の
人
は
布
で
あ
ろ
う
と
板
で
あ
ろ

う
と
「
表
面」

と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る。

八
木
君
も
そ
う

で
す。

非
常
に
板
の
表
面
に
こ
だ
わ
っ
た
人
で
す。

彼
の
作

品
は
三
次
元
の
立
体
作
品
で
す
が、

た
と
え
ば
角
材
で
あ
れ

ば
四
つ
あ
る
面
を
ど
う
や
っ
て
際
立
た
せ
よ
う
か
と
し
て
他

の
違
っ
た
木
を
嵌
め
込
ん
だ
り
す
る。

別
に
嵌
め
込
ん
だ
木

の
か
た
ち
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く、
「
表
面」

と
い
う
こ
と

を
ど
う
や
っ
て
見
る
人
に
意
識
さ
せ
る
か、

と
い
う
点
で
は

中
原
峯
村

つ
ば
り
見
た
時
に

李
さ
ん
の
作
品
と
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
ば、

そ

う
い
う
こ
と
も
言
え
る。

文
さ
ん
の
写
真
を
使
っ
た
作
品
も

そ
う
で
す
ね。

つ
ま
り
面
と
い
う
も
の
に
は
一

切
奥
行
き
を

作
る
操
作
は
不
必
要
だ、

と
い
う
こ
と
が
彼
の
中
に
あ
る。

そ
の
証
拠
に、

藁
科
君
は
《
活
字
球
》

と
そ
の
後
の
仕
事
は

違
う
と
言
っ
た
が
そ
う
で
は
な
い
。

あ
れ
は
転
が
し
て、

紙

の
上
に
字
を
印
す。

大
事
な
点
は
「
面」

で
す。

そ
こ
で、

基
本
的
な
発
想
は
そ
の
後
の
作
品
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

建
畠

八
木
さ
ん
に
つ
い
て
で
す
が、

確
か
に
小
清
水
さ

ん、

あ
る
い
は
そ
の
当
時
先
験
的
な、

日
本
で
は
厳
密
な
ミ

ニ
マ
ル
・

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
っ
た
福
嶋
敬
恭
(
-

九
四
0

生）

さ
ん
と
い
う
二
人
が
身
近
に
い
た
わ
け
で
す
か
ら、

木

を
使
う
と
い
う
こ
と
と
ミ
ニ
マ
ル
な
反
復
の
方
法
は
直
接
的

に
は
そ
の
二
人
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し、

も
ち
ろ

ん
李
さ
ん
の
「
表
面」

に
関
す
る
意
識
も
作
用
し
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り、

ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
と
か
量
塊
性
と
い

う
こ
と
よ
り
も
「
表
面」

が
彼
に
と
っ

て
は
大
き
な
意
識

で、

木
に
ラ
ッ
カ
ー
を
塗
っ
て
木
目
と
対
比
さ
せ
る
と
い
う

こ
と
も
李
さ
ん
と
は
違
っ
た
意
味
で
の
「
表
面」

へ
の
関
心

の
表
明
だ
と
思
い
ま
す。

ぼ
く
は
先
程
「
チ
ー
プ」

と
言
い
ま
し
た。

こ
れ
は
非
常

に
難
し
い
言
い
方
で、

そ
れ
は
当
時
「
チ
ー
プ
の
美
学」

な

ん
か
全
く
な
い
こ
ろ
で
し
た
か
ら、

彼
の
世
界
に
つ
い
て
マ

イ
ナ
ス
の
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も、

ぼ
く
は
や

作
品
に
見
ら
れ
る
ラ
ッ
カ
ー
が
塗

ら
れ
た
幾
何
学
的、

ミ
ニ
マ
ル
な
反
復
と
対
比
さ
れ
て
い
る

木
目
の
パ
タ
ー
ン
は
違
い
ま
す。

こ
れ
は
文
字
通
り
チ
ー
プ

な
材
料
で、

大
作
家
の
よ
う
に
金
属
な
ん
か
使
え
な
か
っ
た

と
か、

加
工
の
理
由
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ

ど
も、

ポ
ジ
テ
イ
ヴ
に
反
復
さ
れ
る
全
く
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム

の
ミ
ニ
マ
ル
な
面
と、

あ
る
意
味
で
は
我
々
に
と
っ
て
色
々

な
感
情
と
か
表
情
を
喚
起
さ
せ
る
木
目
の
よ
う
な
も
の
を
導

入
し
た
と
い
う
こ
と
は、

厳
密
な
ミ
ニ
マ
ル
の
方
法
に
対
す

る
あ
る
種
の
批
評
性
が
あ
っ
た
の
か
と
も
思
い
ま
す。

そ
の

批
評
性
を、

あ
え
て
拡
大
し
て
行
く
と
す
れ
ば、

木
の
持
つ

軽
や
か
さ
と
か
薄
さ、
「
表
面」

に
還
元
さ
れ
る
薄
さ
も
含

め
て
そ
の
後
の
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
に
繋
が
る
感
覚
が
あ
っ
た

の
か
な
あ
と。

し
か
し、

彼
が
活
躍
し
た
時
代、

そ
の
予
兆

は
関
西
で
は
全
く
な
か
っ
た
で
す
か
ら。

全
く
独
自
に
次
の

時
代
の
ア
ン
テ
ナ
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か、

と
い
う

気
は
し
ま
す。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ、

藁
科
さ
ん
で
し
た

か、

若
林
奮
(
-

九―
二
九
ー
ニ
0
0
三）
さ
ん
と
の
関
係
に
つ

い
て
触
れ
た
の
は。

確
か
に、

木
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
別
の
木
に

埋
め
込
む
時
に
「
表
面」

で
は
な
く
て
あ
る
物
質
性
に
対
す

る
眼
差
も
あ
っ
た。

た
だ、

フ
エ

テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど
の
方
向

に
展
開
し
て
行
か
な
い
で、

ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
も
触
れ
な
が

ら
そ
の
ミ
ニ
マ
ル
に
対
す
る
時
代
の
予
兆
と
し
て
の
批
評
の

眼
差
と
い
う
も
の
が
…
…

こ
れ
は
当
た
っ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
し、

当
た
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
（
亡
く
な

っ
た
の
は）
二
十
六
オ
だ
か
ら
ね。
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「
チ
ー
プ
の
美
学」、

い
い
こ
と
を
言
う
け
れ
ど、

も

う
ち
ょ
っ
と
き
れ
い
な
言
葉
で
言
っ
て
欲
し
い。

チ
ー
プ
と

言
う
か
…
…

で
も
「
チ
ー
プ」

は
い
い
言
葉
で
す
ね。

私

は
八
木
さ
ん
の
作
品
を
見
て
い
て、

い
か
に
も
き
れ
い
過
ぎ

て
変
だ
な、

と。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と、

こ

う
い
う
板
を
使
っ
た
仕
事
の
前
に
何
を
や
っ
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
が
全
然
見
え
て
来
な
い。

全
く
そ
う
い
う
資
料
が
残

っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
か、

彼
は
本
当
に
大
学
で
彫
刻
の
こ

と
を
や
る
時
に
初
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
仕
事
だ
っ
た
の
か。

極
め
て
不
思
議
だ
と
思
う
ん
で
す。

今
の
時
代
で
す
か
ら
大

学
で
は
首
あ
る
い
は
人
体
像
を
課
題
と
し
て
出
す
こ
と
が
な

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も、

そ
の
辺
は
ど
う
で
し

ょ
A

つ。
記
録
に
残
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ば、

他
に
は
大
学
の

課
題
ぐ
ら
い
で
す
ね。

最
初
か
ら、

今
回
の
展
覧
会
に
出
品

さ
れ
た
作
品
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す。

峯
村

建
畠
君
が
言
っ
た
「
チ
ー
プ
の
美
学」

は
実
を
言
う

と、

さ
っ
き
か
ら
話
に
出
し
て
い
た
狗
巻
賢
1

1、

こ
の
人
が

非
常
に
鋭
い
か
た
ち
で
提
示
し
て
い
た
と
思
う。

彼
は
京
都

教
育
大
学
で
普
通
の
彫
刻
を
勉
強
さ
せ
ら
れ
て、

そ
れ
が
大

学
在
学
中
急
速
に、

非
常
に
論
理
的
に
展
開
し
て
行
く。

外

国
の
影
響
か
ら一
足
飛
び
に
ポ
ー
ン
と
別
の
こ
と
を
や
る
と

い
う
の
で
は
な
く、

彼
は
ま
ず
量
塊
を
ど
の
よ
う
に
抜
く

か、

脱
11
量
塊
を
論
理
的
に
展
開
す
る
ん
で
す
ね。

そ
れ
で

球
体
み
た
い
な
も
の
を
作
る
け
れ
ど、

そ
の
球
体
が
視
覚
的

峯
村

に
は
球
体
で
あ
り
な
が
ら
中
が
抜
け
て
い
る。

そ
の
よ
う
な

場
数
を
踏
ん
で、

三、

四
年
生
の
こ
ろ、

中
原
さ
ん
が
東
京

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
選
ぶ
こ
ろ
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す

が、

糸
だ
け
で
美
術
館
の
空
間
に
立
体
性
を
仮
想
さ
せ
た。

そ
の
後
彼
は、

極
小
だ
け
れ
ど
も
そ
の
量
塊
性
を
ち
ゃ
ん
と

把
握
し
て
い
る
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
て
い
る。

今
度
の
展

覧
会
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で、

中
谷
至
宏
さ
ん
が
書
い
て
い
る

一
文
で
狗
巻
が
矩
形
の
ラ
ワ
ン
材
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
レ
ン
ガ

ブ
ロ
ッ
ク
く
ら
い
の
大
き
さ
に
し
た
も
の
を
七
つ
繋
げ
た
と

い
う
作
品
が
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（註
11
)。

こ
れ

は
一
九
七
六
年
の
京
都
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
際、

私
が
構
成
し

た
コ
ー
ナ
ー
で
出
品
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で。

こ
れ
が、

変

な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が、

狗
巻
賢
二
に
と
っ
て
は
も
う
晩

年
で
す。

早
熟
な
芸
術
家
で、

こ
の
仕
事
に
行
く
前
に
も
う

こ
れ
以
上
や
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
の
極
小

を
目
指
し
て、

自
分
の
ア
ト
リ
エ
に
た
ま
た
ま
あ
っ
た、

と

言
つ
よ
り
も
自
分
が
勤
め
て
い
た
工
場
で
使
っ
て
い
た
粘
土

を
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
会
場
の
隅
に
押
し
付
け
て、

そ
れ
を

（
隅
か
ら）
少
し
離
し
て
置
い
た。

リ
チ
ャ
ー
ド・
セ
ラ(-
九

三
九
生）
の
鉛
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
壮
大
な
作
品
が

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
そ
れ
を
皮
肉
る
よ
う
な、

チ
ー
プ
な
素

材
で。

素
材
と
場
と
の
関
係、
「
場
所」

と
い
う
意
識
を
そ

れ
な
り
に
抱
え
た
仕
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す。

そ
ん
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
内
に、
「
も
の」

は
や
っ
ぱ
り
自
立
し
て
い

な
い
と
仕
方
が
な
い
と
思
っ
た
ら
し
く、

場
に
規
制
さ
れ
な

い
で
自
立
す
る
よ
う
な
も
の
を、

板
を
貼
り
合
わ
せ
て
立
方

体
で
レ
ン
ガ
大
の
大
き
さ
で
い
く
つ
か
作
っ
た。

図
録
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
写
真
は、

レ
ン
ガ
状
の
も
の
を
七
つ
繋
げ
た

か
ら
お
の
ず
と
切
れ
目
が
見
え
て
い
ま
す。

結
果
的
に
は
八

木
さ
ん
の
仕
事
に
ど
こ
か
非
常
に
強
く
響
く
も
の
だ
と
思
い

ま
す。私

が
思
う
に
は
狗
巻
賢
二
と
い
う
人
は、

ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
展
開
と
も
う
ひ
と
つ、

そ
の
横
に
あ
っ

ア
メ
リ
カ
の
ミ

に
見
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た。

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ス
ト

ラ
ク
チ
ャ
ー
ズ
を
観
察
し
て、

そ
の
先
に
行
っ
て
本
当
の
ミ

ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト、

ほ
と
ん
ど
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
に
近
い

と
こ
ろ
ま
で
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
人
で
す。

こ
の
人
の
「
チ

ー
プ
な
美
学」、

こ
れ
は
ど
こ
か
ら
か
有
難
い
と
こ
ろ
か
ら

持
っ
て
来
た
美
学
で
は
な
く
て
…
…

ご
め
ん
な
さ
い、

京

都
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
け
れ
ど、

私
の
中
で
は
京
都

の
ケ
チ
ン
ボ
精
神、
「
つ
ま
し
さ」

と
言
い
ま
す
か、

最
小

で
素
晴
ら
し
い
効
果
を
得
る、

派
手
派
手
し
い
こ
と
は
莫
迦

に
す
る、

そ
ん
な
古
く
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

を
巧
く
動
員
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
ん
で
す。

八

木
さ
ん
も、

お
父
さ
ん
か
ら
し
て
そ
う
だ
け
れ
ど
も、

根
っ

か
ら
の
京
都
人
で
し
ょ
う。

お
そ
ら
く
狗
巻
を
知
ら
な
か
っ

た
は
ず
は
な
い。

注
目
し
て
見
て
い
た
と
思
い
ま
す。

そ
れ

と
同
時
に
深
く
共
感
す
る
ほ
ど
に、

彼
の
京
都
的
な
「
チ
ー

プ
の
美
学」

が
出
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る

た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
ズ
を
ま
さ
に
同
時
代
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他
に
は
そ
う
い
う
人
は
い
る
ん
で
す
か 、

チ
ー
プ
な
…
…

建
畠

京
都
ぐ
ら
い
か
…
…

八
木
さ
ん
は
立
体
で
す
け
れ
ど 、

沢
居
曜
子
さ
ん
の
仕

事
な
ど
は
ど
う
で
し
ょ
う 。

峯
村

雰
囲
気
と
し
て
そ
れ
を
と
て
も
強
く

感
じ
ま
す
ね 。

沢
居
さ
ん
は
立
体
も
や
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど 。

峯
村

彼
女
は
存
在
そ
の
も
の
が
非
常
に
魅
力
的
だ
っ
た
も

の
で 。

い
や 、

こ
れ
は
変
な
意
味
で
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
で
す 。

自
己
抑
制
が
利
い
た
人 。

派
手
に
パ
ッ
と
出
た

人
で
は
な
く
て 。

そ
れ
が
ち
ょ
っ
と 、

東
京
の
自
己
主
張
の

激
し
い
人
が
向
か
う
と

恥
ず
か
し
く
な
る
よ
う
な 。

中
原

「
チ
ー
プ」

と
言
う
の
は
意
味
が
あ
り
ま
す
か
？

建
畠

ぼ
く
が
言
っ
た
の
は
峯
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

と
違
っ
て
い
て 、

も
っ
と
安
手 。

安
手
と
言
っ
て
し
ま
う
と

ま
す
ま
す
悪
い
意
味
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で
す
が 、

若
い

人
た
ち
の
間
に
流
通
し
て
い
る
感
覚
で 、

八
木
さ
ん
の
時
代

に
は
な
か
っ
た
も
の
で
す
が 。

だ
か
ら
こ
の
時
代
に
対
す
る

形
容
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん 。

福
嶋
さ
ん
的
な
ミ
ニ
マ
ル 、

金
属
の
ミ
ニ
マ
ル
と

八
木
さ
ん

の
作
品
で
は
八
木
さ
ん
の
方
が
軽
い
で
す
ね 。

そ
れ
を
肯
定

的
に
作
り
直
そ
う
と
す
る
と
そ
ん
な
言
葉
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
ね 。

こ
れ
は
今
の
時
代
の
若
者

の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
感
覚
で 、

そ
れ
を
八
木
さ
ん
が
共
有
し
て

い
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
か
ら 、

む
し
ろ
正
統
的
な
解
釈
と
し

の
で
す
が 。

て
は 、

八
木
さ
ん
の
作
品
が
チ
ー
プ
だ
と
す
れ
ば
狗
巻
さ
ん

の
作
品
は
共
通
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね 。

ぼ
く
は
中
谷
さ
ん

が
挙
げ
て
い
た
狗
巻
さ
ん
の
作
品
は
見
て
い
な
い
け
れ
ど

も 、

写
真
で
見
る
限
り
非
常
に
近
い
感
じ
で
す
ね 。

そ
れ
は

京
都
人
の
感
覚
か
ど
う
か
は
解
り
ま
せ
ん
が 、

八
木
さ
ん
は

少
な
く
と
も
福
嶋
さ
ん
的
な
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
で
は
な
く

て 、

寡
少
な
物
質
を
使
う
こ
と
に
意
味
を
感
じ
て
い
た
の
で

は
な
い
か 。

峯
村

狗
巻
は
大
阪
の
人
で
す 。

た
だ
大
学
が
京
都
教
育
大

学
だ
っ
た 。

私
は
会
う
の
が
ほ
と
ん
ど
京
都
で 、

ま
さ
に
チ

ー
プ
な
呑
み
屋
で
会
っ
て
い
た 。

語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
贅
肉
と
い
う
も
の
が
な

く 、

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
余
計
な
も
の
は
一

切
身
に
付

け
た
く
な
い
と
い
う
生
き
方
は 、

は
っ
き
り
し
て
い
た 。

結

構
も
の
を
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も 、

人
前
に
出
る
と

気
取
っ

て
「

わ
し
ゃ 、

そ
ん
な
も
の
は
知
ら
ん」

と
言
っ

て 。

実
際
に 、

身
に
付
い
た
部
分
だ
け
し
か
知
ら
ん
と 。

外

か
ら
持
っ
て
来
た
知
識
を
丸
呑
み
す
る
こ
と
は
ゴ
メ
ン
だ
と

い
う
こ
と
を
実
践
し
て
い
た
人
で
す 。

あ
の
こ
ろ 、

私
は
よ

く
彼
に
会
い
ま
し
た
け
れ
ど 、

周
り
に
同
じ
よ
う
な
人
が
い

た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
か
っ
た 。

野
村
仁
さ
ん
は
素
朴

な
人
だ
け
れ
ど
も
狗
巻
君
と
は
仲
が
良
く 、

狗
巻
も
野
村
に

は
一

目
置
い
て
い
た 。

た
だ 、

狗
巻
は
生
き
様
と
言
う
か
美

学
に
ま
で
自
分
を
鍛
え
て
い
た 。

私
は
八
木
さ
ん
の
作
品
に
つ
い
て 、

昔
見
た
時
も
そ
う
で

た
ぶ
ん 、

い
き
な
り
だ
っ
た
よ
う
な 。

二
十
六
オ
で
亡

し
た
が 、

も
の
づ
く
り
の
前
向
き
な
姿
勢
と
し
て
強
く

感
じ

る
の
は 、

小
清
水
さ
ん
と
の
同
質
性
で
す 。

非
常
に
近
い
も

の
を
感
じ
ま
す 。

マ
イ
ナ
ス
評
価
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど

も 、

ち
ょ
っ
と
装
飾
的
・

エ
芸
的
な
傾
き
が
強
い
と
い
う
こ

と
も
含
め
て 。

で
も 、

板
と
い
う
も
の
に
取
り
組
む
姿
勢
の

丁
寧
さ 、

ゆ
っ
く
り
と
だ
け
ど
き
ち
っ
と
前
方
を
見
つ
め
て

少
し
ず
つ
突
破
し
て
い
る 。

建
畠
君
が
言
っ
た
こ
と
と
同
じ

に
な
る
の
か 、
「

チ
ー
プ
の
美
学」

と
言
い
ま
す
か 、

今
は

流
行
ら
な
い
け
れ
ど
渋
さ
と
か 。

極
小
に
「
も
の」

を
切
り

詰
め
て
い
る
が
故
の
不
思
議
な
色
気
み
た
い
な
も
の
を
八
木

さ
ん
に
感
じ
る 。

こ
れ
は
芸
術
そ
の
も
の
の
発
露
と
言
う
よ

り
も
む
し
ろ 、

気
質
・

体
質
的
な
も
の
か 、

あ
る
い
は
民
族

的
な
資
質
な
の
か
と
も
思
う
の
で
す
が 、

そ
れ
な
ら
ば
日
本

人
な
ら
ば 、

あ
る
い
は
京
都
の
人
だ
っ
た
ら
そ
れ
が
良
い
か

た
ち
で
出
て
来
る
と
は
言
え
な
い
わ
け
で 。

だ
か
ら 、

こ
の

人
が
自
ら
開
発
し
た
も
の
な
の
か
と 。

で 、

そ
れ
に
つ
け
て
も
こ
う
い
う
こ
と
を
や
る
前
に
何
を

作
っ
て
い
た
の
か 。

い
き
な
り
だ
っ
た
の
か 。

非
常
に
不
思

議
に
思
う 。

く
な
っ
て
い
ま
す
し 、

生
涯
で
「

作
品」

と
呼
べ
る
も
の
は

五
十
点
を
切
る
程
度
し
か
作
っ
て
い
な
い

。

他
は
学
校
の
課

題
に
類
す
る
も
の
で
し
ょ
う 。

本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
を
「

高
松
次
郎
以

後」

と
し
た
の
も 、

文
承
根
は
高
松
次
郎
の
影
唇
を
受
け
易
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_
そ
こ
ま
で
今
回
は
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が、

高

今
回
の
展
覧
会
に
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の
ク
オ
リ
テ
ィ
そ

そ
れ
は
多
分
本
人
で
し
ょ
う
か。

峯
村

こ
れ
は
今
回
展
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が、

《
O
N
E
N
ESS》（一
九
七
九）
も
あ
り
ま
す
ね。

こ
れ
も
本
人
で
し
ょ
う
か（註
12
)。

峯
村

す
る
と、
こ
れ
は
や
は
り
高
松
次
郎
を
意
識
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
言
え
る
と
思
え
ま
す。

高
松
の

場
合
O
N
E
N
ESS、

単
体
に
対
し
て
複
合
体
は
C
O
M
P
LE
X

と
は
言
わ
ず、
C
O
M
P
O
U
N
D
で
す。

そ
れ
は
違
う
け
れ
ど

も、
こ
の
人
が
高
松
の
作
品
の
英
訳
名
を
知
ら
な
い
ま
ま
に

複
合
体
と
い
う
の
で
そ
れ
を
C
O
M
P
LE
X
と
表
現
し
た
の
か

も
知
れ
な
い。

文
さ
ん
と
八
木
君
は
非
常
に
短
命
だ
っ
た
け
れ
ど
も、

ち

ゃ
ん
と
し
た
仕
事
を
残
し
た
と
思
い
ま
す。

建
畠

最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に、

た
ま
た
ま
個
人
的
に

知
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て、

な
か
な
か
言
い
難
い
の
で
す

が、

夭
折
の
美
学
は
芸
術
の
本
質
と
は
関
係
が
な
い
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
も、

受
け
手
で
あ
る
我
々
の
心
理
は
ど
う
し

て
も
そ
の
よ
う
に
見
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る。

た
ぶ
ん、

中
原

ね。

峯
村
《
C
O
M
P
L
E
X
W
O
RKS》（一
九
七
九）
は
ど
う
で
し

ょ
う'。 こ

れ
は
第
三
者
が
付
け
た
の
だ
と
思
い
ま
す。

い
世
代
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が、

八
木
正
も
現
存
す
る
最
初

の
作
品
で
あ
る
《
W
O
RK
T
RI
LO
G
Y》（一
九
七
八）
の
三
点

組
の
う
ち
の
一
点
が、
一
九
七
0
年
代
の
高
松
の
「
複
合

体」
を
木
に
慨
き
換
え
た
か
た
ち
を
し
て
い
る。

そ
れ
を
強

調
す
る
こ
と
は
い
い
か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
が。

峯
村

そ
れ
で、

か
ね
て
か
ら
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
が、

残
さ
れ
た
作
品
は
八
木
の
作
品
集
が
編
纂
さ
れ
る
時
に
第一――

者
が
付
け
た
作
品
名
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
築
科
君
が
書
い
て
い
ま
す
ね。
《
W
O
RK
TI
臼L
O
G
Y》
は

ど
う
で
し
ょ
う。

松
次
郎
が
関
西
で
初
め
て、

当
時
東
京
で
も
な
か
っ
た
最
大

規
模
の
回
顧
展
が
ち
ょ
う
ど
建
畠
さ
ん
が
勤
務
し
て
い
た
国

立
国
際
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
ね。

建
畠
一
九
八
0
年
で
す。

そ
れ
を
見
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も、

東
京
に
出
て

来
て
展
覧
会
を
見
て
い
る
可
能
性
は
高
い
で
し
ょ
う。

井
田

彪（一
九
四
五
生）
さ
ん
は
八
木
が
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
対
す
る

関
心
が
強
か
っ
た
と
証
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
が、

私
は
個
人

的
に
高
松
の
一
九
七
0
年
代
の
「
複
合
体」
に
対
す
る
関
心

も
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す。

余
り
関
西

に
限
定
し
て
考
え
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
が、

当
時
の
関
西
で

八
木
以
外
に
高
松
の
影
響
が
明
ら
か
な
立
体
作
品
を
制
作
し

て
い
た
作
家
は
い
た
で
し
ょ
う
か。

中
原

い
な
い
で
し
ょ
う
ね。

そ
ろ
そ
ろ
時
間
で
す
が、

最
後
に
一
言
ず
つ、

何
か。

や
っ
ば
り、
一
九
七
0
年
代
は
谷
間
じ
ゃ
な
か
っ
た

の
も
の
と
そ
れ
を
作
っ
た
作
家
の
像
と
い
う
も
の
が
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
に
重
な
っ
て
し
ま
っ
て、

そ
れ
を
「
お
か
し
い」

と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い。

で
も、

そ
う
い
う
見

方
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か。

中
原
さ
ん
は
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
仕
事
を
残
さ
れ
た」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た。
こ
の
時
代
と
し
て
は
そ
う
だ
と
思
い
ま

す。先
程、

そ
の
文
章
を
く
さ
し
た
よ
う
に
な
っ
て、

本
当
は

良
い
所
も
紹
介
し
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
が、

尾

崎
信一
郎
さ
ん
が
書
い
た
長
い
文
章
に
は
先
程
の
よ
う
に
納

得
が
行
か
な
い
点
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た。

そ
れ

は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん。

し
か
し、

彼
が
冒
頭
に
記
し
た
文
章

は
実
に
き
れ
い
で、

素
晴
ら
し
か
っ
た。

彼
は
文
さ
ん
に
つ

い
て
書
い
て
い
ま
す
が、

彼
は
《
活
字
球》
に
つ
い
て
「
自

動
的
に
転
写
す
る
版
画
の
中
で
な
い
交
ぜ
に
さ
れ
た
規
則
性

と
偶
然
性、
一
回
性
と
反
復
性
は
一
九
七
0
年
代
中
盤
の
現

代
美
術
の
気
風
を
み
ご
と
に
反
映
し
て
い
る」
と
冒
頭
で
要

約
し
て
い
ま
す（註
13
)。

そ
の
規
則
性
と
偶
然
性、

そ
れ
よ
り

も
解
る
の
は
一
回
性
と
反
復
性
を
な
い
交
ぜ
に
し
て
持
っ
て

い
た
の
が
七
0
年
代
中
盤
の
特
徴
だ
と
い
う
指
摘
は
私
の
認

識
で
も
共
通
し
て
い
ま
す。
一
回
性
は
七
0
年
ご
ろ
の
も
の

派
の
人
た
ち
の
作
品
の
著
し
い
特
徴
で
す。

そ
の
後、
一
回

性
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
多
く
の
若
い
芸
術
家
た

ち、

そ
れ
か
ら
も
の
派
の
中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身、

李
萬

換
が
典
型
で
す
が
小
清
水
漸
が
紙
に
ク
レ
ヨ
ン
で
描
い
た
作

峯
村
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品
な
ど
も
そ
う
で
す。

反
復
性
と
い
う
も
の
を
取
り
戻
そ
う

と
意
識
的
に
や
っ
て
い
た。

こ
れ
は
彼
ら
の
私
へ
の
個
人
的

な
発
言
か
ら
も
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
ま
す。
一

回
性
と

い
う
も
の
を
強
い
か
た
ち
で
表
現
に
出
し
た、

そ
れ
自
体
も

す
ご
い
造
形
だ
っ
た
の
で
す
が、

そ
れ
で
は
そ
の
ま
ま
で
は

行
け
な
い
だ
ろ
う、

と
い
う
こ
と
で
谷
間
の
季
節
に
反
復
と

い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た。

そ
の
両
面
を
文
さ
ん
が
持
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
尾
崎
さ
ん
は
指
摘
し
て
い
る。

そ
れ
で

は
八
木
さ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
言
え
ば、

や
は
り
一

回
性

と
反
復
性
を
両
面
に
抱
え
て
い
る。

文
さ
ん
に
し
ろ
八
木
さ

ん
に
し
ろ、

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
も
の
派
の
展
開
か
ら
そ

の
後
八
0
年
代
に
な
っ
て
顕
在
化
す
る、

相
矛
盾
す
る
「
表

現
し
な
い
こ
と
」

と
「
あ
え
て
表
現
す
る
こ
と」、

表
現
性

の
有
無
で
す。

そ
れ
が
こ
の
二
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
モ
ヤ

モ
ヤ
と
し
た
か
た
ち
で
な
い
交
ぜ
と
な
っ
て
い
る。

必
死
に

な
っ
て
表
現
の
実
体
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も、

そ

れ
が
道
半
ば
で
終
わ
っ
た。

で
は
何
も
や
ら
な
か
っ
た
か
と

言
え
ば
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て、

か
な
り
模
索
し
て
い
た。

私
は
今
日、
一
一
人
の
展
覧
会
を
見
た
後
で
八
階
の
「
一

九

七
0
年
代
の
美
術」

を
見
た
の
で
す
が、

そ
こ
で
し
み
じ
み

思
っ
た
の
は、

少
な
く
と
も
現
在
こ
の
美
術
館
で
展
示
さ
れ

て
い
る
作
品
に
限
っ
て
言
え
ば、
「
日
本
の
芸
術
家
は
あ
る

意
味
で
言
う
と
仕
方
な
く
や
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る

な」

と。

つ
ま
り
体
の
内、

精
神
の
内
側
か
ら
溢
れ
出
し

て、

ど
う
し
て
も
こ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
く、
「
こ
な
し
モ
ー
ド」

な
ん
で
す（
註
14
)。

い
み
じ
く
も
こ
の
展
覧
会
の
タ
イ
ト
ル
は

「
仕
事」

と
言
っ
て
い
ま
す
ね。

私
は
仕
方
が
な
い
こ
と
と

し
て
解
る
の
で
す
が、

ア
ー
ト
の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
か
な

り
特
異
で
は
な
い
か。

日
本
の
美
術
家
は
そ
の
面
が
強
い
の

か
も
知
れ
な
い
。

時
代
的
に
言
え
ば、

こ
れ
は
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
の
あ
る
時
期
ま
で
の
特
色
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す。

文

さ
ん
の
仕
事
の
あ
り
方
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
禁
欲
的
な
繰
り

返
し
に
つ
い
て、

尾
崎
さ
ん
は
本
日
会
場
に
来
て
お
ら
れ
る

林
道
郎
さ
ん
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
書
い
て

い
ま
す。

…
…
一

回
的、

直
感
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン

グ
ヘ
の
批
判
と
も
い
え
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
林
道
郎
は
タ

ス
ク
と
い
う
呼
称
を
与
え
て
い
る。

タ
ス
ク
と
は
自
発
的
な

仕
事
と
い
う
よ
り
も
課
さ
れ
た
務
め
と
い
っ
た
ニ
ュ

ア
ン
ス

を
も
ち、

あ
ら
か
じ
め
仕
事
の
総
体
が
与
え
ら
れ、

そ
の
遂

行
は
苦
役
に
近
い
印
象
を
与
え
る。

例
え
ば
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の

ウ
ォ
ー
ル
・

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
お
い
て
は
作
品
の
サ
イ
ズ
や

引
か
れ
る
線
の
長
さ
や
数
が
あ
ら
か
じ
め
タ
イ
ト
ル
の
中
に

明
示
さ
れ、

条
件
を
満
た
す
線
が
全
て
引
か
れ
た
時
点
で
作

品
は
完
成
す
る。

…
…（
註
15
)

大
き
な
枠
組
で
何
を
作
る
か
と
決
定
し
た
後
タ
ス
ク
ta
s
k

で
や
る
と
い
う
こ
と
は、

ご
く
自
然
な
解
決
だ
ろ
う
と
思
い

二
0
0
七
年
十
月
六
日
（
土）

於

千
葉
市
美
術
館
―
一

階
講
堂

ん
で
す。

ま
す
が、

大
き
な
枠
組
が
よ
く
解
ら
な
い
け
れ
ど
も
と
り
あ

え
ず
タ
ス
ク
で
や
る、

芸
術
家
だ
か
ら
何
か
や
ら
な
け
れ

ば、

と
い
う
こ
と
で
作
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
あ
る
わ
け

で。

私
は
別
に
一

九
七
0
年
代
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が、

タ
ス
ク
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
感
じ
ま
す。

そ
う
言
っ

て
し
ま
う
と
私
が
や
っ
て
き
た
批
評
と
い
う
も
の
も
多
分
に

タ
ス
ク
み
た
い
な
も
の
か
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

日
本
の
七
0
年
代
と
い
う
の
は
一

番
そ
の
側
面
が
強
か
っ
た

よ
う
に
思
う。

六
0
年
代
は
弾
け
る
よ
う
に、

何
か
を
突
破

し
よ
う、

何
か
内
側
か
ら
突
き
上
げ
て
来
る
も
の
を
表
出
し

よ
う、

時
代
に
対
し
て
挑
み
か
か
ろ
う
と
し
た。

七
0
年
代

は
外
側
に
挑
む
対
象
が
見
え
な
く
な
っ
た
だ
け
に、

タ
ス
ク

が
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
た。

こ
れ
は
「
一

九
七
0
年
代
の

美
術」

展
だ
け
で
は
な
く、

二
人
の
展
覧
会
に
お
い
て
も
感

じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た。

あ
ま
り
景
気
の
い
い
話
で
は
な
い
け
れ
ど。

今、

千
葉
の
テ
レ
ビ
で
も
盛
ん
に
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
流

し
て
い
る、

京
都
伝
統
工
芸
大
学
校
の
略
称
が
T
A
s
k
な
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1註

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
展
覧
会
は 、

束
京
画
廊（
東
京）
が
開
催

し
た
「

五
つ
の
ヒ
ン
セ
ク〈
白〉

韓
国・
五
人
の
作
家
11

展」(-
九

七
五
年
五
月
六
ー

ニ
四
日）
を
指
す 。

本
展
は
李
東
燒（一
九
四
八

生） 、

徐
承
元(-
九
四
一
生） 、

朴
栖
甫
(-
九―――
一
生） 、

許
視

（一
九
四
六
生） 、

権
京
萬(-
九一一
六
生）
の
五
人
が
出
品（
パ
ン

フ
レ
ッ
ト

記
載
順） 。
同
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は 、
次
の
ふ
た
つ
の

テ
ク
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る 。

・
中
原
佑
介
「

白」

・
李
逸

李
萬
換（
訳）「
白
色
は
考
え
る」

な
お
一
九
七
0
年
代
後
半
の
日
本
に
お
け
る
現
代
韓
国
美
術
の
紹

介
に
つ
い
て 、

参
考
と
な
る
い
く
つ
か
の
文
献
を
次
に
掲
げ
る 。

．
朴
栖
甫

沈
文
雙

高
松
次
郎

菅
木
志
雄

彦
坂
尚
嘉

李
萬

換（
司
会）（
座
談
会）「
展
覧
会
か
ら
11
「

韓
国・
現
代
美
術
の
断
面

展」

現
代
絵
画
の
色
彩
を
め
ぐ
っ
て」『
美
術
手
帖』（
第一一
九
巻）

第
四
二
五
号
一
九
七
七
年一
0
月
一
六
八
ー一

八
九
頁

・
李
慶
成
「

韓
国
近
代
美
術
展
に
寄
せ
て」『
韓
国
現
代
美
術
展

七

0
年
代
後
半・
ひ
と
つ
の
様
相』
韓
国
文
化
芸
術
振
興
院
一
九
八

三
年

八
ー

九
頁

当
館
で
開
催
さ
れ
た
高
松
次
郎
お
よ
び
斎
藤
義
頂
に
関
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
は 、
次
を
参
照
の
こ
と
（
出
席
者
は
今
回
と

同） 。
・
「

鼎
談
「

高
松
次
郎
を
発
見
す
る」
『

千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要

採
蓮』
第
四
号
―1
0
0一
年
三
月
三一
日

四
三
ー

六
二
頁

・
「

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「

斎
藤
義
重 、
そ
の
造
形
を
索
め
て」『
千
葉
市

美
術
館
研
究
紀
要
採
蓮』
第
七
号
―1
0
0
四
年
三
月
三
一
日

ニ
―
—

四一
頁

伊
奈
ギ
ャ
ラ
リ
ー
2

（
東
京）

開
催
さ
れ
た
展
覧
会 。

．
「

八
木
正
遺
作
展

板
の
構
成
に
よ
る

C
O
N

S'IR
U
CTI
O
N
O
F

P

IAN
K」（一
九
八
三
年
七
月一
ー

ニ
九
日）

同
展
は
出
品
作
品
を
増
や
し 、
京
都
芸
術
短
期
大
学

ギ
ャ
ラ
リ
ー

楽
で
も
開
催
さ
れ
た 。

・
「

八
木
正
逍
作
展

木
の
表
情
ー

時
間 、
空
間 、

記
憶 、
そ
し
て

直
感
ー」(-

九
八――一
年
十一
月―-
|―

四
日）

こ
の
展
覧
会
は
「

現
代
紙
の
造
形
1

日
本
と
韓
国
1」

を
指
す 。

中
原
氏
は
日
本
側
作
家
選
考
委
員
と
し
て
参
加 。

本
展
は
一
九
八

木
正

15 14 13 12 11 10 9 8
 

7 6 5
 一一

年
に
韓
国
の
国
立
現
代
美
術
館（
十
二
月
十―――
ー

ニ
七
日）
で
開

催
さ
れ 、
日
本
で
は
翌
八――一
年 、
京
都
市
美
術
館（―-
月―――一
日
1

1

1一
月
六
日） 、

埼
至
県
立
近
代
美
術
館（
四
月
二
日
ー

五
月
八
日） 、

熊
本
県
伝
統
工
芸
館（
五
月――
六
日
1

六
月
七
日）
を
巡
回
し
た

（
本
展
に
つ
い
て
は
光
田
由
里 、

後
藤
結
美
子
両
氏
に
御
教
示
を
得

ま
し
た 。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
記
し
ま
す） 。

尾
崎
信一
郎
「

文
承
根

あ
る
い
は
シ
ス
テ
ム
と
プ
ロ
セ
ス」『
文
承

根
十
八
木
正
一
九
七―――
ー

八
三
の
仕
事』
京
都
国
立
近
代
美
術
館

千
葉
市
美
術
館

二
0
0
七
年

0一
四
頁

註
5
と
同 。

恐
ら
く

次
の
発
言
を
指
す 。

・
小
清
水
漸

菅
木
志
雄

高
橋
雅
之
――
村
裕
子

本
田
真
吾

守
屋
行
彬

山
下
菊
二

針
生
一
郎（
司
会）（
座
談
会）「
座
談
会

ゼ
ロ
の
基
軸

斎
藤
義
重
を
語
る」『
美
術
手
帖』（
第
二
五
巻）
第

三
七一
号
一
九
七――一
年
九
月
一
―
―
頁

文
承
根
は
一
九
八―一
年
四
月一
三
日
に
歿
し
た 。
生
前
最
後
の
個

展
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
白（
大
阪）
で
開
催
さ
れ
た
「

文
承
根
油
彩
画
展」

（
三
月
二
五
日
ー

四
月一二
日） 。

李
昂
燥
〈
刻
み
よ
り〉(-
九
七―-)

李
萬
換
〈
突
き
よ
り〉(-
九
七――-)

中
谷
至
宏
「

臨
界
の
生
ー

八
木
正」
註
5、

01――
―
|

[
O―
ニ―-]

頁八
木
正
の
作
品
名
の
決
定 、
改
名
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
多
い 。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
言
及
さ
れ
て
い
る
作
品
名
も 、
歿
後

第
三
者
に
よ
る
改
名
が
さ
れ
た
可
能
性
も
未
だ
に
考
え
得
る 。

註
5、

01
―
頁

峯
村
氏
に
よ
れ
ば 、
仕
事
を
と
に
か
く

処
理
す
る 、
と
い
う
意
味

で
の
「
こ
な
し」
で
あ
り 、
こ
れ
は
「

ブ
リ
コ
ラ
ー

ジ
ュ
に
一
寸

通
じ
て
い
る」
と
い
う 。

註
5、

0一
六
頁

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
当
美
術
館
の
展
覧
会
「

文
承
根
十
八

一

九
七
三

—
八
三
の
仕
事」
（
二
0
0
七
年
九
月
二
十

三
日
ー

十一

月
四
日）
に
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た 。

本
誌
掲
載
に
あ
た
っ
て 、

筆
耕
な
ら
び
に
註
記
は
藁
科
が

行
い 、

出
席
さ
れ
た
各
氏
に
ご
確
認
を
お
願
い
し
た 。
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Symposium: "The 1970s: After Takamatsu Jiro" 

Panelists: Nakahara Yusuke, Minemura Toshiaki, Tatehata Akira 

Chair: Warashina Hideya 

This symposium was held in conjunction with the MOON Seung-Keun + YAGI Tadashi: Works on 
paper and sculptures 1973-83 from two collections exhibition held at the Chiba City Museum of Art. 

The exhibition featured two artists active in Kyoto during the late 1970s and early 1980s, Moon 
Seung-Keun (1947-1982) and Yagi Tadashi (1956-1983), as it considered the age in which the two 
artists were active. With this goal in mind the exhibition also traveled to the National Museum of

Modern Art, Kyoto. 
The 1970s, particularly the late 1970s, stood between the late 1960s-early 1970s, when the Mono

ha movement of artists, now recognized overseas as well as in Japan, sought a reconsideration of the 
concept of "art," and the 1980s and later periods with their affirmation of "art." This symposium 
considering the 1970s ended with a split in opinion between those participants summed up by Minemura, 
who dubbed the time a "chasm" in the field of art and Nakahara, who considered it a period in which 
artists raised questions that are still relevant today. 

In 1995, the Museum of Contemporary Art, Tokyo, held an inaugural exhibition entitled Art in 
Japan Today (1985-1995). In the catalogue for that exhibition, Yaguchi Kunio, then Chief Curator of

the museum, emphasized "growing international contacts and changing values," while also making 

the following comment about the artists who began their creative activities in the 1980s. 
、、The new generation of artists who have emerged in the eighties and nineties want nothing to do 

with the Mono-ha. In fact, artists who actively resist being discussed in terms of Mono-ha or Post

Mono-ha are becoming the majority." 

This is an absolute statement. Later Yaguchi noted that "international contacts and changing val
ues" had become the standard form in the art world throughout Japan. However, the west considered 
such a stance "an irredeemable position" that raised the undeniable possibility that such denial of 

tradition and absorbtion of external stimulus was simply "a history of repeated negation and destruc
tion, as suicide-bombing follows suicide-bombing" (Tono Yoshiaki)."

Unlike Takamatsu Jir6 (1936-1998) and Sai6 Yoshishige (1904-2001), two other artists whose 
works were the theme of a symposium held at the museum and who both considered the 1970s to be 
a specific period within their oeuvre history, the 1970s (including the beginning of the 1980s) them
selves were the entire careers of Moon and Yagi, indeed, their very lives. During the 1970s Takamatsu 
was involved in the creation of a series of three-dimensional works best represented by his Com
pound. In this work Takamatsu considered the relationship between art work and artist, and in the 
end, he stopped production of those works. Moon and Yagi, on the other hand, had opened the genie's 
jar and discovered the potential of their own art works. Moon, whose creative activities coincided 
with his participation in the late Gutai movement, experimented with a variety of expressive forms, 
whether three-dimensional works, film, prints or watercolors. In particular, Tatehata has indicated 
that Moon's watercolors and print works can be understood within the context of Minimal Art, but we 
must also not overlook his connection with the works of the contemporary Ecole de Seoul movement. 
Yagi's creative production, however, began later than Moon's, only starting in the late 1970s. Yagi

met two sculptors at Kyoto Art University, Fukushima Noriyasu (b. 1940) whose sculpture is based on 
Minimalism, and Koshimizu Susumu (b. 1944) who was part of the Mono-ha movement and whose 
three-dimensional works reconsidered the relationship between art works and their materials. It was 
through his interactions with these two sculptors that Yagi began his own creation of wooden sculp

tures. In this regard, the works of Yagi and Moon, and indeed their creative stance overall, can be seen 
as "one of the omens that an internalized dialectical historical movement had begun in post-war art" 

(Tono). 
(Translated by Martha J. McClintock) 
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