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一

  

赤
肉
團
上
に
坐
す
る
久
松
先
生
に
相
見
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
現
在
お
よ
び
今
後
の
Ｆ

Ａ
Ｓ
協
会
員
に
と
つ
て
、「
無
相
の
自
己
」

に
目
覚
め
る
機
縁
の
出
現
は
相
互
参
究
に
よ

る
ほ
か
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

た
め
に
は
久
松
先
生
御
自
身
が
相
互
参
究
の

在
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら

れ
た
の
か
を
常
に
振
返
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
ま
す
。
先
生
の
お
考
え
を
纏
ま
つ
た
形
で

伝
え
て
い
る
の
は
『
著
作
集
』
第
三
巻
に
収

め
ら
れ
た
「
相
互
参
究
に
つ
い
て
」
と
題
さ

れ
た
一
文
で
す
が
、
こ
の
巻
の
編
輯
を
担
当

さ
れ
た
上
田
泰
治
さ
ん
と
東
専
一
郎
さ
ん
と

が
連
名
で
誌
さ
れ
た
「
後
記
」
に
よ
り
ま
す

と
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
十
五
日
に
久
松

先
生
の
お
宅
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
提
綱
の

記
録
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
久
松
先
生
は

長
ら
く
妙
心
寺
山
内
の
春
光
院
に
幻
住
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
が
、
健
康
上
の
理
由
か
ら
昭

和
三
十
七
年
に
そ
こ
を
出
ら
れ
、
室
町
中
立

売
下
る
の
閑
雅
な
邸
宅
に
お
移
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
四
十
年
に
は
前
立

腺
の
手
術
を
お
受
け
に
な
り
、
外
出
も
困
難

に
な
つ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
つ
た

の
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
実
は
私
が
そ
の
時
の

提
綱
に
参
加
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
も
含

め
て
、
こ
の
提
綱
に
関
す
る
記
憶
が
私
に
は

ま
つ
た
く
欠
落
し
て
お
り
、
一
度
調
べ
て
み

た
い
と
思
い
な
が
ら
今
と
な
つ
て
は
そ
の
術

が
な
い
情
態
に
あ
り
ま
す
。「
後
記
」
に
は

こ
の
提
綱
の
記
録
の
初
出
が
挙
げ
ら
れ
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
お
そ
ら
く
昭
和
四
十
六
年

に
理
想
社
か
ら
最
初
の
『
著
作
集
』
が
刊
行

さ
れ
る
に
当
つ
て
、
テ
ー
プ
か
ら
起
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

  

固
よ
り
テ
ー
プ
起
し
は
周
到
に
行
な
わ
れ

た
と
窺
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
、
校

訂
者
の
上
田
泰
治
さ
ん
は
優
れ
た
哲
学
者

で
、
三
高
時
代
に
お
け
る
私
の
尊
敬
す
る
恩

師
で
あ
り
ま
す
し
、
も
う
一
人
の
東
専
一
郎

さ
ん
も
常
盤
さ
ん
と
協
力
し
て
学
生
時
代
の

藤
吉
さ
ん
ら
の
講
義
ノ
ー
ト
を
綿
密
に
考
証

し
、『
起
信
の
課
題
』
の
増
補
版
を
完
成
さ

せ
た
方
だ
け
あ
つ
て
、
お
二
人
と
も
久
松
文

献
学
に
は
精
通
し
て
お
ら
れ
、
卓
抜
な
識
見

を
具
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

細
か
い
字
句
の
表
現
に
は
必
ず
し
も
賛
同
で

き
な
い
と
こ
ろ
が
私
に
は
残
り
ま
す
。
た
と

え
ば
「
相
（
か
た
ち
）
な
き
自
己
」
と
「
覚
（
め

ざ
）
め
る
」
と
い
う
風
に
ル
ビ
を
振
つ
た
表

記
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
に
は
納
得
す
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
す
。

  

ま
づ
「
め
ざ
め
る
」
が
「
覚
め
る
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
点
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
私
は
こ
の
表
記
が
間
違
つ
て
い
る
と
は
決

し
て
思
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
久
松
先
生
の
基

本
的
な
考
え
方
を
よ
く
理
解
し
た
上
で
、
そ

れ
を
正
し
く
表
現
し
よ
う
と
工
夫
さ
れ
た
結

果
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
ル
ビ
を

振
ら
な
い
と
正
し
く
読
め
な
い
と
こ
ろ
に
難

点
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
久
松

先
生
は
著
作
集
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
、
禅

の
悟
り
と
は
不
覚
か
ら
覚
へ
と
移
行
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
衆

生
に
対
し
て
覚
は
常
に
絶
対
現
在
な
の
で
あ

り
、
本
来
覚
し
て
い
る
者
が
そ
の
こ
と
を
了

了
と
自
知
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
も

の
が
そ
の
も
の
を
覚
す
る
の
で
あ
り
、
覚
に

移
行
と
い
う
こ
と
は
本
来
あ
り
え
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
禅
宗
以
外
の
大
乗
仏
教
の
聖
道
門
に

属
す
る
諸
宗
派
で
は
、
衆
生
ま
た
は
凡
夫
は

聖
性
か
ら
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
覚
を
欠
如
し

た
情
態
に
陥
つ
て
い
て
、
そ
れ
が
苦
悩
の
原

因
と
な
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

自
ら
が
不
覚
の
情
態
に
留
ま
つ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
衆
生
が
願
心
を
起
し
、
予
め
定

め
ら
れ
た
修
行
の
階
梯
を
辿
つ
て
ゆ
く
こ
と

を
通
し
て
始
覚
を
得
る
こ
と
を
以
て
覚
の
成

立
と
見
做
し
、
更
に
覚
の
完
成
度
を
高
め
て

本
覚
に
到
達
す
る
こ
と
が
解
脱
の
成
就
と
見

做
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
修
と
証
と
を
分

け
て
、
修
を
通
し
て
証
に
到
る
こ
と
を
図
る

見
地
は
未
だ
有
の
立
場
に
執
す
る
俗
見
で
あ

つ
て
、
も
と
も
と
覚
し
て
い
る
者
が
そ
れ
自

身
を
覚
す
る
と
い
う
の
が
覚
の
正
し
い
姿
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
久
松
先
生
の
お
考
え
で

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

  

し
た
が
つ
て
覚
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正

等
覚
と
さ
れ
た
仏
が
自
己
に
と
つ
て
他
者
と

見
做
さ
れ
て
い
る
限
り
は
不
可
能
な
の
で
あ

つ
て
、ど
こ
ま
で
も
自
己
が
自
己
を
覚
す
る
、

即
ち
絶
対
的
な
意
味
で
の
自
覚
と
し
て
現
成

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

  

し
か
し
日
本
に
お
い
て
も
自
覚
と
い
え
ば

ど
う
し
て
も
デ
カ
ル
ト
の「
私
は
思
惟
す
る
。

故
に
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
有
名
な
命
題

や
、
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
け
る
理
性
的
精
神
の

場
合
を
想
い
浮
べ
ま
す
。
し
か
し
久
松
先
生

の
い
う
禅
的
自
覚
と
は
自
然
と
対
立
し
た
精

神
の
意
志
的
な
活
動
に
よ
つ
て
達
成
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
く
、
近
代
的
人
間
の
中
核

を
な
す
理
性
と
か
意
志
と
い
つ
た
有
心
の
活

動
を
一
切
放
擲
し
、
飽
く
ま
で
も
無
心
に
徹

し
切
つ
た
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の

精
神
的
な
力
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
、
恰
も

夜
が
明
け
る
と
自
然
に
目
が
覚
め
る
よ
う
に

訪
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
よ
う
な
悟
り
の
機
微
を
久
松
先

生
は
「
め
ざ
め
る
」
と
言
表
わ
さ
れ
た
の
で
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す
。
し
た
が
つ
て
私
は
「
目
覚
め
る
」
と
表

現
す
る
の
が
覚
の
本
質
を
最
も
端
的
に
表
示

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て

い
ま
す
。

  

次
に
「
無
相
の
自
己
」
が
「
相
（
か
た
ち
）

な
き
自
己
」と
表
記
さ
れ
て
い
る
点
で
す
が
、

い
う
ま
で
も
な
く
久
松
先
生
は
こ
の
言
葉
を

『
臨
済
録
』
か
ら
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、

訓
読
し
て
表
記
し
た
場
合
に
は
「
形
無
き
自

己
」
と
す
る
よ
り
も
「
相
（
か
た
ち
）
な
き

自
己
」
と
す
る
方
が
字
句
の
上
で
は
む
し
ろ

正
し
い
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
久
松
先
生
が

「
形
」
と
い
う
文
字
を
否
定
的
な
意
味
で
使

用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
単
に
臨
済
禅
の
伝
統

に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ

そ
れ
を
現
代
世
界
に
お
い
て
活
用
す
る
と
い

う
態
度
が
は
つ
き
り
現
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。「
相
無
き
」
を
「
形
無
き
」
と
す
る
場

合
に
は
、
西
洋
的
世
界
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト

ン
以
来
存
在
の
原
理
と
さ
れ
て
き
た「
形
相
」

（idea,m
orphe

）
と
い
う
考
え
方
が
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
で
以

て
西
洋
的
思
惟
の
根
幹
を
な
し
て
き
た
有
の

論
理
全
体
を
代
表
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
看
取

さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
「
形
無
き
自
己
」
と

一
字
変
え
た
こ
と
が
有
の
論
理
自
体
の
完
膚

な
き
否
定
を
表
明
的
に
示
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
含

蓄
を
考
慮
す
る
か
ぎ
り
、
私
は
「
形
無
き
自

己
」
で
一
貫
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す

が
、
本
当
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
先
生
が
直

接
に
御
自
分
で
原
稿
を
お
書
き
に
な
ら
れ
た

論
文
だ
け
を
規
準
に
し
て
精
査
し
て
み
な
い

と
、
は
つ
き
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
以
上
の
よ
う
な
書
誌
学
上
の
問
題
点

を
残
し
て
は
お
り
ま
す
が
、
こ
の
「
相
互
参

究
に
つ
い
て
」
と
い
う
提
綱
は
実
に
優
れ
た

内
容
を
有
つ
て
い
て
、「
相
互
参
究
」
と
い

う
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅
の
基
本
的
方
法
に
具
わ
つ
て
い

る
す
べ
て
の
要
素
が
、
僅
か
十
頁
の
紙
数
の

な
か
に
剰
す
と
こ
ろ
な
く
盛
込
ま
れ
て
お
り

ま
す
。
し
た
が
つ
て
内
容
は
極
め
て
高
度
で

豊
か
で
あ
る
が
、
文
章
表
現
と
し
て
は
非
常

に
簡
潔
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
さ

ま
ざ
ま
な
話
頭
が
ぎ
つ
し
り
詰
込
ま
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
短
い
節
毎
に
話
が
ど
ん
ど
ん
移

つ
て
ゆ
く
、と
い
う
風
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、

読
む
側
と
し
て
は
話
頭
が
移
り
変
つ
て
ゆ
く

速
さ
に
眩
惑
さ
れ
て
、
目
が
白
黒
し
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
上
述
べ
た

こ
と
を
前
置
き
と
し
て
、
次
節
に
お
い
て
は

ま
づ
「
相
互
参
究
」
の
基
本
的
性
格
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
努
め
、
更
に
三
節
に
お
い

て
本
文
を
通
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
�
し
そ
の
場
合
に
は
、
先
に
述
べ
た

よ
う
な
理
由
か
ら
必
ず
し
も
本
文
の
表
記
と

は
一
致
し
な
い
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
点
を
お
含
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

      

二

  

久
松
先
生
の
お
考
え
に
よ
る
と
、
覚
の
方

法
に
は
向
上
面
と
向
下
面
と
が
あ
つ
て
、
そ

の
ど
ち
ら
も
重
要
で
あ
る
が
、
通
常
の
見
方

と
異
な
つ
て
、
む
し
ろ
向
下
面
の
方
が
よ
り

一
層
根
本
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
覚

の
修
法
が
密
室
に
入
つ
て
師
家
に
参
禅
す
る

と
い
う
形
式
を
取
る
場
合
に
は
、
両
者
の
力

量
が
圧
倒
的
に
異
な
る
以
上
、
向
上
面
が
極

度
に
強
調
さ
れ
、
参
究
は
一
方
的
に
な
り
ま

す
。し
か
し
久
松
先
生
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

覚
の
成
立
と
は
本
来
そ
れ
自
身
に
お
い
て
覚

し
て
い
る
者
が
、
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
本
来

自
己
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
こ
と
で

あ
つ
て
、
こ
れ
が
覚
の
本
当
の
在
り
方
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
風
に
見
出
さ
れ
て

お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
師
家
と

未
修
の
学
人
と
の
関
係
は
「
相
互

4

4

参
究
」
と

い
う
形
態
に
な
り
、
二
つ
の
相
反
す
る
方
向

が
一
体
不
二
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
今
述
べ
た
よ
う
な
覚

の
方
法
は
実
際
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
に
久
松
先
生

と
い
う
稀
有
な
方
が
存
命
さ
れ
て
い
た
と
い

う
、
理
想
的
に
し
て
且
つ
幸
運
な
場
合
に
の

み
成
立
ち
得
た
形
態
で
あ
つ
て
、
或
る
意
味

に
お
い
て
は
相
互
参
究
の
特
別
な
場
合
で
あ

つ
た
と
さ
え
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

  

し
た
が
つ
て
理
想
的
な
条
件
が
失
わ
れ
た

場
合
に
想
定
さ
れ
る
相
互
参
究
の
一
般
的
形

態
と
し
て
は
、「
め
あ
き
」
の
指
導
者
を
欠

い
た
局
面
で
、「
め
く
ら
同
志
が
手
を
取
合

つ
て
行
く
」（
五
九
八
頁
）
よ
り
ほ
か
は
な

い
と
い
う
条
件
の
下
で
実
究
し
て
ゆ
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
こ
の
点
に
大
き
な
不
安
と
危
惧
の
念
が

懐
か
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
久
松
先

生
は
予
め
こ
の
よ
う
な
局
面
が
訪
れ
る
こ
と

を
見
通
し
た
上
で
、
適
切
な
教
え
を
こ
の
提

綱
の
な
か
で
示
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
向
上
面
と
向

下
面
と
の
内
的
な
関
連
に
触
れ
た
「
禅
に
お

け
る
自
覚
の
方
法
」
と
か
「
涅
槃
へ
の
方
向  

涅
槃
か
ら
の
方
向
」
と
い
つ
た
論
文
を
読
む

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
相
互
参
究
を

具
体
的
に
展
開
す
る
推
進
力
と
な
る
の
は
当

然
基
本
的
公
案
の
拈
定
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
現
代
の
課

題
と
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅
」、「
基
本
的
公
案
」、「
公
案

の
工
夫
」、「『
無
門
関
』
第
一
則
提
綱
」、「
坐

と
い
う
こ
と
を
中
心
に
」
な
ど
で
あ
り
、
先

生
御
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
た
説
明
が
縦
横

に
繰
拡
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
論

攷
は
す
べ
て
『
著
作
集
』
の
第
三
巻
に
収
め

ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
を
熟
読
す
る
こ
と
が

「
相
互
参
究
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
提
綱

を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
な
つ
て
い
る
の

で
す
。
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と
こ
ろ
で
禅
の
方
法
と
し
て
主
張
さ
れ
た

「
相
互
参
究
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
さ

と
り
を
開
く
た
め
の
方
法
と
し
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
協

会
の
歩
み
の
中
か
ら
産
ま
れ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
久
松
先
生
の
表
現
を
藉
り
る
と
「
協

会
独
特
な
参
禅
の
仕
方
」（
五
九
四
頁
）
と

特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
協

会
の
ほ
か
で
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
を
寡
聞

に
し
て
私
も
知
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
余
所
で
そ
う
い
う
言
い
方
が
行
な
わ
れ

て
い
な
い
か
ら
「
協
会
独
特
な
…
仕
方
」
な

の
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
単
な
る
特
殊
性
を

誇
示
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
す
か
ら
、「
相

互
参
究
」
と
い
う
行
き
方
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
の

内
部
で
尊
重
さ
れ
る
だ
け
と
な
り
、
禅
的
方

法
と
し
て
は
普
遍
性
を
持
た
な
い
だ
け
で
な

く
、
そ
の
必
然
性
も
あ
や
し
く
な
つ
て
き
ま

す
。
事
実
、「
悟
つ
て
い
な
い
者
同
志
で
相

互
に
参
究
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
め
く
ら
が

め
く
ら
を
引
つ
ぱ
つ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な

…
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
」（
五
九
八
頁
）

と
い
う
批
判
乃
至
疑
問
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
の
外

か
ら
だ
け
で
な
く
、
内
部
に
も
根
づ
よ
く
わ

だ
か
ま
つ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
つ
て
単

に
「
協
会
独
特
な
」
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

禅
界
一
般
で
行
な
わ
れ
て
い
る
伝
統
的
方
法

よ
り
も
高
次
な
普
遍
性
、
必
然
性
を
具
え
て

い
る
と
い
う
確
信
が
な
け
れ
ば
、「
協
会
独

特
な
…
仕
方
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の

は
却
つ
て
笑
止
千
万
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
「
協
会
独
特
な

参
禅
の
仕
方
」
で
あ
る
「
相
互
参
究
」
を
通

し
て
「
形
無
き
自
己
」
に
目
覚
め
よ
う
と
志

す
以
上
、
そ
の
方
法
が
協
会
に
「
独
特
」
で

あ
る
所
以
を
十
分
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

  

そ
れ
か
ら
更
に
「
協
会
独
特
な
」
と
い
う

表
現
を
久
松
先
生
が
採
ら
れ
た
の
に
は
も

う
一
つ
別
な
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
相
互
参
究
」
と
い
う

方
法
の
作
者
は
決
し
て
久
松
先
生
お
一
人
で

あ
つ
た
の
で
は
な
く
、
会
員
の
一
人
一
人
が

そ
れ
を
産
み
出
す
の
に
関
与
し
た
の
で
あ
つ

て
、
協
会
活
動
の
全
体
を
反
映
す
る
こ
と
を

通
し
て
産
み
出
さ
れ
た
の
だ
、
と
い
う
お
考

え
を
久
松
先
生
が
懐
い
て
お
ら
れ
た
か
ら
だ

と
思
う
の
で
す
。わ
れ
わ
れ
は
動
も
す
る
と
、

こ
の
よ
う
な
誰
も
唱
え
た
こ
と
の
な
い
方
法

を
編
み
出
し
た
の
は
ど
こ
ま
で
も
久
松
先
生

お
一
人
の
創
意
工
夫
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
権
威
あ
る
師
匠
か
ら
所
謂
ト
ッ
プ
・

ダ
ウ
ン
の
形
で
弟
子
た
る
会
員
に
課
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
思
い
が
ち
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
実
際
に
こ
の
よ
う
な
着
想
が
胸
中
に
湧

き
、
そ
れ
を
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は

先
生
お
一
人
に
よ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
は
堂
内
に
蹲
る
「
め
く
ら
」
に
取

囲
ま
れ
つ
つ
、
唯
一
人
の
「
め
あ
き
」
と
し

て
上
か
ら
与
え
る
と
い
う
形
で
工
夫
さ
れ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
無
相
の
自
己
」

か
ら
見
れ
ば
、「
め
く
ら
」
と
い
わ
れ
る
も

の
も
「
真
の
在
り
方
」
に
お
い
て
は
「
め
あ

き
」
な
の
で
あ
つ
て
、「
こ
の
真
の
在
り
方
」

に
目
覚
め
た
と
こ
ろ
に
立
て
ば
、
道
場
に
於

け
る
坐
と
は
必
然
的
に
相
互
参
究
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
た
と
い
そ
の
こ
と
に

多
く
の
会
員
の
眼
が
十
分
に
開
か
れ
て
は
い

な
か
つ
た
と
は
い
え
、
自
ら
が
権
威
で
あ
る

こ
と
を
常
に
否
定
し
て
お
ら
れ
た
先
生
が
多

く
の
会
員
と
自
由
闊
達
に
応
接
さ
れ
る
こ
と

を
通
し
て
、確
信
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

  

し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
上
げ
る

と
、
な
か
に
は
非
常
に
意
外
な
感
じ
を
も
た

れ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、

私
自
身
も
決
し
て
今
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
を

久
松
先
生
か
ら
直
接
に
お
聞
き
し
た
と
い
う

わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
先
生
が
相

当
な
決
意
を
籠
め
て
語
ら
れ
た
こ
の
「
相
互

参
究
に
つ
い
て
」
と
い
う
提
綱
の
記
録
を
仔

細
に
読
み
ま
す
と
、
今
述
べ
た
よ
う
な
先
生

の
確
信
が
脈
脈
と
伝
つ
て
く
る
の
で
す
。「
相

互
参
究
」
と
い
え
ば
「
相
互
」
と
い
う
字
面

だ
け
を
見
て
、「
め
あ
き
」
抜
き
の
「
め
く

ら
」
同
志
が
、「
め
あ
き
」
と
対
等
と
思
い

違
い
を
し
て
空
談
を
交
わ
す
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
と
誤
解
さ
れ
勝
ち
で
す
が
、
相
互
参

究
と
は
「
自
ら
課
し
て
そ
し
て
自
ら
解
く
」

（
五
九
八
頁
）
こ
と
を
根
本
に
置
く
こ
と
で

あ
つ
て
、か
か
る
意
味
に
お
い
て
「
さ
と
り
」

の
「
根
源
的
な
方
法
」（
同
）
と
し
て
提
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

  

し
た
が
つ
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
禅
が
こ
の
よ
う
な
形

に
行
き
着
い
た
と
い
う
の
は
勿
論
久
松
先

生
が
中
心
と
な
つ
て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
多
数
の
会
員
の

多
年
に
亙
る
参
禅
活
動
が
結
集
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
な
の
で
あ
り
、

ま
た
会
員
の
一
人
一
人
が
『
綱
領
』
に
謳
わ

れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、「
絶
対
の
大
道
」の「
学

究
行
取
」
に
参
ず
る
こ
と
を
と
お
し
て
こ
の

方
法
の
作
者
と
な
つ
て
い
て
、
そ
こ
に
「
相

互
」
と
い
う
こ
と
が
生
き
て
く
る
の
だ
、
と

い
う
の
が
久
松
先
生
の
信
念
で
あ
つ
た
と
思

う
の
で
す
。
昭
和
四
十
三
年
に
お
話
に
な
ら

れ
た
「
相
互
参
究
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
「
協

会
独
特
な
…
方
法
」
と
規
定
さ
れ
た
の
は
、

学
道
道
場
結
成
以
来
の
二
十
四
年
に
及
ぶ
Ｆ

Ａ
Ｓ
協
会
の
歴
史
と
こ
の
方
法
と
の
深
い
結

び
つ
き
に
想
い
を
致
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
。
自
由
な
相
互
批
判
が
保
証
さ

れ
、
人
類
全
体
に
開
か
れ
た
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
な

る
が
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
方
法
が
産
み
出
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
や
は

り
「
協
会
独
特
な
…
仕
方
」
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

      

三

  

全
般
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
こ
れ
で
終
る

こ
と
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
本
文
に
ざ
つ
と
目
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を
通
す
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

  
ま
ず
相
互
参
究
が
現
実
に
成
立
し
得
る
根

拠
と
は
「
真
の
自
己
」、
つ
ま
り
形
無
き
自

己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
ま

す
。

  

古
来
禅
門
に
入
つ
た
人
は
数
限
り
な
い
の

に
、
真
の
禅
的
自
覚
に
到
達
し
た
人
は
極

め
て
僅
か
で
あ
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
厳
し
い
修
練
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
解

脱
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ

と
も
明
白
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
相
互
参
究
の

根
拠
と
な
る
べ
き
「
形
無
き
自
己
」
に
目
覚

め
る
こ
と
は
特
別
の
宗
教
的
天
才
に
の
み
訪

れ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
凡
俗
の
手
に
は
到
底

届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
尻
込
み
し
て
し

ま
う
の
も
止
む
を
得
な
い
、
と
さ
え
い
え
る

で
あ
り
ま
し
よ
う
。
し
か
し
久
松
先
生
は
ど

こ
吹
く
風
と
ば
か
り
「
こ
れ
は
人
間
の
本
来

の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
…
だ
れ
か
に
特
別

に
あ
る
も
の
と
か
、
あ
る
い
は
、
だ
れ
か
に

の
み
自
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
と
か
…
い
う
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
本
来

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す

が
、佛
教
の
方
で
」
は
「『
衆
生
本
来
佛
な
り
』

と
か
い
う
よ
う
な
言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ

て
」
い
て
、「
そ
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

う
い
う
自
己
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
実
は

だ
れ
に
で
も
あ
る
、
本
来
共
通
な
自
己
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
こ
と
も
な
げ
に

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、「
こ
の

本
来
共
通
な
自
己
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

お
互
い
に
悟
る
と
い
う
こ
と
が
…
本
当
の
相

互
参
究
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
」（
五
九
四
〜
五
頁
）
と
、
一
気
に
相
互

参
究
の
本
質
を
衝
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の

誰
に
で
も
、平
等
に
具
わ
つ
て
い
る
筈
の「
本

来
共
通
な
自
己
」
に
、
個
個
の
学
人
は
自
ら

の
工
夫
に
よ
つ
て
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
専
ら
向
上
面
に
偏
し
て
そ
れ
に
立

向
つ
て
行
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
は
徒
労
あ
る
の
み
と
い
う
結
果
に
終

つ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
も
し
久
松
先
生

の
強
調
さ
れ
る
向
下
面
に
即
す
る
こ
と
の
重

要
性
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
道
が
開
け

て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。
そ
の
覚
の
向
上
面
と
向
下
面
と

が
同
時
一
体
と
な
つ
た
事
例
が
次
に
語
ら
れ

る
「
そ
っ
啄
同
時
」
の
譬
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。

  

「
そ
っ
啄
同
時
」
の
譬
は
大
変
有
名
な
も

の
で
あ
る
上
に
、
先
生
御
自
身
が
本
文
の
な

か
で
詳
し
く
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
余

計
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
省
き
ま
す
が
、
要

す
る
に
先
生
の
意
図
は「
本
来
同
じ
も
の
が
、

そ
れ
が
お
互
い
に
本
来
の
も
の
に
な
る
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
「
相
互
参
究
…
の
本
当
の
意

味
が
あ
る
」（
五
九
五
頁
）
と
い
う
こ
と
を

分
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え

ま
し
よ
う
。
こ
の
「
そ
っ
啄
同
時
」
と
い
う

こ
と
は
、
伝
統
禅
に
お
い
て
は
密
室
に
お
い

て
対
坐
す
る
師
家
と
学
人
と
の
間
で
忽
然
と

成
立
つ
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
殻
の

内
で
つ
つ
く
（
そ
っ
）
雛
と
、
外
か
ら
殻
を

つ
つ
く
（
啄
）
親
鶏
と
が
、
師
と
弟
子
と
い

う
個
性
や
立
場
を
異
に
し
た
別
箇
の
存
在
と

し
て
、
外
面
性
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
つ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
に
は
臨

済
が
黄
檗
の
許
を
去
る
に
当
つ
て
大
愚
に
老

婆
心
切
の
限
り
を
尽
さ
れ
た
場
合
が
「
そ
っ

啄
同
時
」
の
も
つ
と
も
す
ぐ
れ
た
例
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
し

か
し
久
松
先
生
は
「
そ
っ
啄
同
時
」
の
成

立
を
こ
の
よ
う
な
特
定
の
場
合
を
想
定
し

て
会
得
す
べ
き
で
は
な
く
、
本
当
は
「
相
互

参
究
の
場
…
は
何
時
で
も
何
処
で
も
あ
る
」

（
五
九
六
頁
）
と
言
わ
れ
、
こ
の
こ
と
に
基

づ
い
て
、
師
家
が
い
な
く
て
も
、
た
だ
自
分

一
人
で
い
て
も
、
無
相
の
自
己
に
目
覚
め
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ

れ
、
む
し
ろ
そ
れ
が
「
無
相
の
自
己
と
い
う

も
の
の
本
当
の
在
り
方
」（
五
九
七
頁
）
と

ま
で
言
つ
て
お
ら
れ
ま
す
。

  

さ
て
そ
の
こ
と
が
日
本
で
あ
れ
、
日
本
以

外
の
世
界
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
ど
こ
で

も
誰
に
で
も
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
無

相
の
自
己
に
「
自
分
で
目
覚
め
て
、
自
分
で

そ
れ
を
証
明
す
る
と
い
う
…
こ
と
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」（
五
九
七
頁
）
と
い
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
し
た
が
つ
て
こ
の
こ
と
は
「
形

無
き
自
己
」
に
目
覚
め
る
た
め
の
普
遍
的

根
拠
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
久
松
先
生

の
お
考
え
で
は
、
覚
の
成
立
は
ア
ト
・
ラ
ン

ダ
ム
な
仕
方
で
あ
つ
た
な
ら
ば
真
の
無
相
に

は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
普
遍
的
根
拠
に

基
づ
い
て
、
必
然
的
に
生
起
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
覚
が

本
物
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
は
こ
の
よ
う
な

根
拠
に
照
ら
し
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
伝
統
禅
に
お
い
て
は
師
家
が
そ
れ

を
行
な
つ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
久
松
先
生

が
唱
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
究
極
の
根
拠
と
な

る
の
は
「
無
相
の
自
己
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
目
覚
め
る
も
の
も
自
分
自
身

で
あ
り
、
証
明
す
る
も
の
も
自
分
自
身
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て

そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る

「
方
法
」
が
必
要
に
な
る
と
先
生
は
い
わ
れ

ま
す
。
方
法
と
い
う
表
現
は
ギ
リ
シ
ヤ
語
の

m
ethodos

に
由
来
し
ま
す
が
、
こ
の
語
の

原
義
は
「
道
」hodos

に
沿
つ
て
（m

eta

）

行
く
こ
と
を
指
し
ま
す
か
ら
、
人
人
を
真
理

へ
と
無
駄
な
く
導
い
て
行
く
道
を
意
味
し
、

こ
れ
か
ら
離
れ
ず
に
、
迷
わ
ず
に
探
究
を
つ

づ
け
れ
ば
、
誰
で
も
目
的
に
到
達
で
き
る
の

で
す
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
は
道
は
未

だ
真
理
へ
の
途
中
で
あ
つ
て
、
真
理
そ
の
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
エ
ス
が
『
我
は

道
な
り
、
真
理
な
り
、
生
命
な
り
』（
ヨ
ハ

ネ
伝
一
四
・
六
）
と
告
げ
た
時
、
道
は
端
的
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に
真
理
と
化
し
、
こ
こ
に
哲
学
か
ら
宗
教
へ

の
転
換
を
見
出
し
得
る
、
と
い
え
る
で
し
よ

う
。
こ
れ
に
対
し
て
『
臨
済
録
』
に
お
い
て
、

「
途
中
に
在
つ
て
、
家
舎
を
離
れ
ず
」
と
い

い
、
ま
た
「
家
舎
を
離
れ
て
、
途
中
に
在
ら

ず
」（
上
堂
八
）と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

私
た
ち
は
久
松
先
生
の
提
唱
さ
れ
た「
哲
学
・

宗
教
」
の
即
今
現
成
を
見
出
し
う
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
か
か
る
道
は
ま
さ
し
く
臨
済

の
如
く
「
真
道
無
體
」（
示
衆
一
○
）
で
あ

る
と
い
え
る
で
し
よ
う
。
久
松
先
生
が
Ｆ
・

Ａ
・
Ｓ
的
構
造
を
も
つ
た
覚
が
可
能
と
な
る

た
め
に
は
「
方
法
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
方
法
」

と
い
う
も
の
に
以
上
の
よ
う
な
問
題
連
関
を

感
じ
取
つ
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て「
自
分
自
身
で
目
覚
め
て
、

…
自
分
自
身
で
証
明
す
る
」
場
合
の
方
法
は

当
然
向
下
的
な
方
法
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
か
ら
、
密
室
に
入
つ
て
師
家
に
参
究
す
る

よ
り
も
「
根
本
の
方
法
」
と
な
り
、「
根
源

的
な
方
法
」
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
根
本
に

そ
れ
が
な
く
て
は
相
互
参
究
と
い
う
こ
と
も

成
立
た
な
い
（
五
九
八
頁
）
と
断
言
さ
れ
ま

し
た
。

  

そ
の
次
に
、
久
松
先
生
を
喪
失
し
た
会
員

た
ち
が
相
互
参
究
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
危

惧
を
い
だ
き
、
不
安
の
念
が
生
じ
て
く
る
こ

と
を
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
よ
う
が
、

狐
疑
逡
巡
し
て
未
だ
悟
入
す
る
こ
と
を
得

ず
、「
め
く
ら
」
と
指
弾
さ
れ
る
在
り
方
に

と
ど
ま
つ
て
い
る
人
間
と
い
え
ど
も
、
そ
の

「
真
の
在
り
方
」
か
ら
見
れ
ば
実
は
「
め
あ

き
」な
の
で
あ
る
と
励
ま
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
自
分
た
ち
の
こ
と
を
「
め
く
ら
同

志
が
手
を
取
り
合
つ
て
」（
五
九
八
頁
）
転

び
惑
つ
て
い
る
の
だ
と
卑
下
す
る
こ
と
を
や

め
、
そ
こ
で
「
手
を
つ
な
い
で
い
る
者
は
本

当
は
真
の
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
思

到
る
と
こ
ろ
に
「
本
当
の
相
互
参
究
」
が
あ

る
の
だ
（
五
九
九
頁
）
と
力
説
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。
現
在
の
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
に
お
い
て
相

互
参
究
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
し
た

が
つ
て
わ
れ
わ
れ
の
活
動
が
具
体
的
現
実
的

な
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
る
に
は
、
こ
の
考

え
に
立
脚
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

  

そ
れ
か
ら
話
が
少
し
変
つ
て
、『
六
祖
壇

経
』
と
か
『
碧
巖
録
』
な
ど
で
描
か
れ
て
い

る
禅
の
機
縁
を
い
く
つ
か
持
ち
出
し
て
、
た

と
え
ば
香
厳
（
キ
ョ
ウ
ゴ
ン
）
の
撃
竹
の

よ
う
に
、
普
通
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
「
無

師
独
覚
」
こ
そ
が
実
は
「
究
極
の
悟
り
」
で

あ
る
、
こ
の
場
合
に
は
真
の
自
己
が
師
に
な

つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
無
相
の
自
己
こ
そ
が

本
当
の
師
家
な
の
だ
、
と
云
つ
て
お
ら
れ
ま

す
。
更
に
そ
れ
に
敷
衍
し
て
、
久
松
先
生
は

釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
悟
り
を
開
い
た
例
を
取

上
げ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま

す
。「
釈
尊
の
悟
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
悟

り
そ
の
も
の
が
師
で
あ
」
り
、「
悟
つ
て
お

る
自
己
と
い
う
も
の
が
…
師
で
あ
る
。
そ
の

師
…
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
の
外
に
、
悟

り
と
い
う
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
で
は

学
人
と
師
と
…
は
一
体
不
二
の
も
の
で
あ
り

ま
す
」（
六
○
○
頁
）
と
。
し
た
が
つ
て
こ

の
よ
う
な
自
律
性
自
主
性
こ
そ
が
究
極
の
確

か
さ
で
あ
り
、
無
相
の
自
己
に
お
い
て
は
、

師
家
と
学
人
の
間
で
お
互
い
に
自
他
の
区
別

が
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、

以
上
の
ご
と
き
「
相
互
参
究
…
が
本
当
の
相

互
参
究
な
の
で
あ
り
」、「
本
来
の
自
己
に
お

互
い
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
相

互
参
究
で
あ
る
」（
六
○
○
頁
〜
六
○
一
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

  

久
松
先
生
が
力
説
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う

に
、
相
互
参
究
の
根
拠
は
本
来
の
自
己
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
「
相
互
」

と
は
当
然
師
家
と
学
人
と
の
間
と
い
う
ふ
う

に
限
局
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
と

「
一
切
の
人
間
と
…
の
相
互
」と
い
う
ふ
う
に
、

無
数
の
「
相
互
」
の
折
重
な
り
と
い
う
相
貌

を
呈
す
る
こ
と
に
な
つ
て
き
ま
す
。
そ
う
な

る
と
私
が
全
人
類
と
相
互
参
究
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
逆
に
全
人
類
の
方
か
ら
私
に
於
け

る
本
来
の
自
己
と
相
互
参
究
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
つ
て
私
の
相

互
参
究
に
お
い
て
、全
人
類
を
構
成
す
る「
一

切
の
人
間
…
が
相
互
参
究
し
て
い
る
」
と
い

う
事
態
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
結
果
と
し
て
私
一
個
の
相
互
参
究
は
重

重
無
尽
の
拡
が
り
を
呈
し
、
か
く
し
て
相
互

参
究
は
「
無
限
」（
六
○
一
頁
）
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

相
互
参
究
と
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
に
特
有
な
仕
方

と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
に
と
つ
て「
本
来
の
参
究
の
仕
方
」

（
六
○
二
頁
）
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

最
後
に
久
松
先
生
は
「
今
ま
で
述
べ
て
参

り
ま
し
た
こ
と
を
纏
め
て
申
し
ま
す
と
」
と

や
や
口
調
を
改
め
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
結

論
を
下
し
て
お
ら
れ
ま
す
。「
そ
っ
啄
同
時
」

と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
殻
の
外
か
ら
つ
つ

い
て
い
る
親
は
実
は
本
当
の
自
己
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
れ
を
自
己
の
外
に
在
る
他
者
と

し
て
受
取
る
の
は
間
違
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
た
が
つ
て
真
の
師
と
は
「
い
つ

も
究
極
の
自
己
」
な
の
で
あ
り
、「
真
の
自

己
の
外
に
師
家
は
な
い
」（
六
○
二
頁
）
の

は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
師
を
自

己
の
外
に
据
え
て
、
別
箇
の
存
在
と
し
て
対

坐
す
る
と
「
い
ろ
い
ろ
な
弊
害
を
生
じ
、
誤

り
も
多
い
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
己
事
究
明

の
際
の
「
課
題
は
…
（
外
か
ら
）
与
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
内
か
ら

4

4

4

生
ず
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
六
○
二
頁
）

と
語
気
を
強
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

「
こ
の
内
と
い
う
も
の
の
最
も
奥
は
…
真
の
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自
己
、
形
無
き
自
己
」（
六
○
三
頁
）
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
ま

す
。
序
な
が
ら
こ
こ
で
久
松
先
生
が「
課
題
」

と
い
う
語
と
「
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と

い
う
語
を
対
比
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
若
い

頃
に
研
究
さ
れ
た
新
カ
ン
ト
派
の
コ
ー
ヘ
ン

の
用
語
を
想
い
出
し
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
で
書
け
ば
こ
の

二
つ
の
語
の
間
に
直
接
の
関
連
は
見
え
て
こ

な
い
の
で
す
が
、
ド
イ
ツ
語
で
「
課
題
」
を

A
ufgabe

と
書
き
、「
与
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
」
をdas G

egebene

と
書
け
ば
、
と
も

に
「
与
え
る
」
と
い
う
動
詞geben

を
軸
に
し
て
、
両
者
の
関
連
は
一
目
瞭
然
と

な
り
ま
す
。

  

『
相
互
参
究
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
久

松
先
生
の
提
綱
は
大
筋
か
ら
い
つ
て
以
上
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
一
見
す
る
と
短

い
話
が
脈
絡
が
判
然
と
し
な
い
ま
ま
次
次
に

移
り
変
つ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実

は
極
め
て
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
綿
密
に
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
は
い
つ
て

も
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
に
と
つ
て
は
困
難
な

問
題
は
い
く
ら
で
も
見
つ
か
り
ま
す
。
た
と

え
ば
無
師
独
覚
と
め
く
ら
同
志
の
二
人
三
脚

と
は
ど
う
い
う
風
に
つ
な
が
る
の
か
、
こ
の

こ
と
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
「
相
互
」

と
い
う
こ
と
が
幾
通
り
も
の
仕
方
で
語
ら
れ

て
い
て
、「
相
互
」
全
体
の
構
造
を
解
き
ほ

ぐ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
簡
単
に

解
決
で
き
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

か
ら
相
互
参
究
を
推
進
す
る
中
核
と
な
る
筈

の
基
本
的
公
案
お
よ
び
坐
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
も
、
も
つ
と
具
体
的
に
究
明
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
残
さ

れ
た
問
題
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
協
会
員
全
体
に
課
せ
ら

れ
た
課
題
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
、
今
回

の
話
を
了
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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