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稲
田
篤
信
著

「
名
分
と
命
禄

す
ぐ
れ
た
研
究
者
は
悶
有
の
文
体
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
入
の
問

題
意
識
の
深
さ
と
独
自
の
視
界
、
そ
し
て
問
題
を
考
祭
し
て
い
く
と
き
の
リ
ズ

ム
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
本
設
の
著
者
も
稲
間
文
体
と
呼
ぶ
べ
き
も
の

を
持
っ
て
い
る
。
淡
々
と
記
述
を
進
め
る
中
に
突
如
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
評

議
。
逮
怒
的
に
呼
び
込
ま
れ
る
窓
外
な
文
献
。
あ
っ
さ
り
途
切
れ
る
各
論
の
終

り
。
研
究
設
の
文
体
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
特
即
時
だ
と
い
わ
ざ
る
を
符
な

い
。
著
者
は
結
論
と
…
夜
、
つ
べ
き
部
分
を
綾
々
述
べ
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
塗
る

の
に
胤
い
た
文
献
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
了
同
等
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
結
果

上
田
秋
成
と
同
時
代
の
人
々
』

飯

-75 

ふ、
届

洋

と
し
て
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
後
学
に
よ
っ
て
有
廷
に
活
か
さ
れ
よ
う
。
そ
の
こ

と
に
配
慮
し
た
と
忠
わ
れ
る
著
者
の
良
心
に
は
敬
怒
を
表
す
る
。
た
だ
、
一
個

の
論
文
と
し
て
読
む
と
き
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
点
で
首
を
綴
げ
る
も
の
も
あ
っ
た

こ
と
は
述
べ
て
お
き
た
い
。
も
と
よ
り
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
批
評
を
承
知
の

上
で
自
身
の
文
体
を
貫
い
て
い
る
の
だ
と
は
思
う
が
、
各
論
と
も
、
も
う
す
こ

し
書
き
込
ん
で
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
察
箆
な
感
想
で
あ
る
。

万
世
分
と
命
禄
i
秋
成
と
同
時
代
の
人
々
」
と
い
う
金
名
も
特
異
で
あ
る
。

こ
れ
は
秋
成
研
究
で
も
な
く
、
文
山
礎
研
究
で
も
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
近
位



思
想
論
で
あ
る
。
近
附
人
の
倫
理
を
根
幹
か
ら
規
定
し
て
い
た
も
の
に
迫
る
と

い
う
こ
と
。
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
見
拾
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
ら
の
悦
悩
・

お
肢
が
「
名
分
と
命
紋
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
条
約
さ
れ
る
。
そ
れ
を
す
ぐ
れ
て

近
肝
一
的
な
文
学
モ
チ
ー
フ
と
み
て
、
秋
成
を
中
心
に
追
求
し
た
の
が
本
芯
な
の

で
あ
る
o
h
m
論
、
そ
の
問
題
立
識
が
現
代
に
生
き
る
著
者
自
身
の
切
実
な
も
の

で
も
あ
る
こ
と
は
推
測
に
如
く
な
い
。
「
然
一
一
一
ω
の
う
ち
に
期
待
さ
れ
る
人
物
像

に
同
一
化
す
る
の
は
、
今
な
お
現
代
日
本
人
を
呪
秘
す
る
心
性
で
あ
る
」
(
「
あ

とがふさ」
)
0

著
者
自
'M
河
が
い
う
よ
う
に
、
個
々
の
論
文
は
そ
の
テ

l
マ
に
必
初

か
ら
絞
っ
て
苫
か
れ
た
文
京
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
は
、
名
分
論
の
テ
ク

ス
ト
と
そ
れ
を
生
ん
だ
背
試
を
論
じ
る
と
い
う
点
で
統
一
的
に
椛
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

本
書
は
二
部
構
成
で
あ
る
。
第
一
部
は
秋
成
の
著
作
に
つ
い
て
、
名
分
論
・

命
徐
論
の
立
場
か
ら
考
祭
し
た
十
一
討
の
論
、
第
二
郎
は
、
秋
成
と
問
時
代
の

人
今
と
そ
の
思
想
を
や
は
り
閃
じ
立
場
か
ら
抗
き
出
し
た
八
編
の
論
か
ら
成

る
。
「
全
体
と
し
て
、
中
間
明
治
の
文
学
学
士
山
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
近
世
山
中
山
川

の
人
文
相
会
に
浮
上
し
た
課
題
と
し
て
論
じ
て
い
る
」
(
は
し
が
き
)
と
い
う
。

以
下
い
く
つ
か
の
平
に
触
れ
る
。

第
一
郎
第
一
求
「
八
刀
皮
と
逸
脱
i
!
日
バ
向
日
五
山
」
の
行
中
人
物
ー
l
i」
は
、
冒
頭

に
「
養
子
」
に
対
す
る
見
解
が
相
逃
す
る
福
沢
諭
七
日
と
そ
の
兄
の
こ
と
を
記
し

た
号
制
翁
自
伝
」
を
引
用
し
、
「
安
子
に
な
っ
て
み
た
い
」
兄
と
「
美
子
は
い

ゃ
な
こ
と
だ
」
と
思
う
論
士
口
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
よ
う
と
す

る
。
「
養
子
」
と
は
、
名
分
論
を
考
え
る
場
合
に
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
を
提

供
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
養
子
」
と
い
う
「
血
縁
を
模
倣
し
た
義
理
の

関
係
」
は
「
血
縁
の
関
係
に
同
化
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
」
る
点
に
「
閃
係
の

本
質
が
あ
る
」
o

私
な
り
に
絞
め
る
と
、
「
安
子
」
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
共
同

体
内
の
人
間
関
係
の
位
佼
を
「
名
」
で
表
現
し
た
も
の
、
た
と
え
ば
「
嫁
」

「
父
」
「
臣
」
「
惣
領
」
「
お
世
継
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
「
分
」
が

あ
る
。
こ
の
「
分
」
を
'M党
し
、
守
る
こ
と
が
つ
台
」
(
近
間
的
倫
組
)
で
あ
り
、

自
党
せ
ず
(
あ
る
い
は
自
覚
し
つ
つ
)
逸
脱
す
る
こ
と
が
「
恋
」
で
あ
る
。
近
枇

文
学
が
一
目
し
て
主
題
と
し
て
き
た
の
が
、
こ
の
「
名
分
」
を
め
ぐ
る
葛
藤
で

あ
る
。
『
雨
月
物
語
」
は
こ
の
名
分
か
ら
逸
脱
す
る
人
々
が
代
償
と
し
て
恐
怖

を
味
わ
う
物
語
だ
と
著
者
は
言
、
つ
の
で
あ
る
。

第
二
尚
早
「
調
戯
の
主
題
!
部
川
u
…
出
片
山
支
中
川
拙
い
・
市
月
初
段
・
山
口
γ
町内山之

J

八犬伝い

|
|
」
は
、
安
の
名
分
を
主
題
と
す
る
三
訴
を
題
材
に
し
た
も
の
。
「
一
日
削
戯
」
は

吋
八
犬
伝
い
に
出
る
一
古
川
で
「
女
性
を
戯
弄
す
る
こ
と
」
(
一
一
一
五
頁
)
で
あ
る
。
者

私
自
は
こ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
実
の
名
分
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
た
だ
、
三
訴

を
「
調
戯
の
主
題
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
の
は
や
や
強
引
な
感
じ
を
否
め
な

ぬ

し

こ

と

い
。
『
英
平
妖
」
の
「
黒
川
源
太
主
山
に
入
ツ
て
道
を
符
た
る
話
」
は
自
分
が

死
ん
で
も
貞
淑
を
守
れ
る
か
を
夫
が
試
す
話
で
あ
り
、
『
雨
月
物
語
」
「
浅
茅
が

ん
仙
」
は
別
印
刷
附
に
別
の
m
刀
た
ち
に
言
い
寄
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
か
ね
て
自
死
し

亡
小
川
化
す
る
妥
の
話
で
あ
り
、
円
八
犬
伝
い
荒
芽
山
」
段
の
…
節
は
離
散
し
た
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二
組
の
夫
婦
が
一
再
会
し
た
と
き
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
レ
ベ
ル
が
迷
、
っ
。
こ
の
「
八
犬
伝
い
の
な
か
に
、
久
し
く
会
わ
な
か
っ

た
姿
を
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
怒
怨
し
た
秋
拐
の
振
る
舞
い
を
「
咽
刑
戯
」
と
呼
ん

で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
系
諮
を
立
て
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
:
:
:
。
と
こ
ろ

で
著
者
に
よ
れ
ば
、
中
間
間
的
液
社
会
に
お
い
て
「
婦
遂
の
規
範
を
厳
し
く
要
求

す
る
現
実
と
風
潮
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
改
嫁
」
を
務
認
す
る
言
説
が
現
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
一
一
一
話
の
背
景
に
こ
の
改
嫁
言
説
を
鐙
い
て
み
る
と
車
内
口
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
「
濃
川
源
太
」
の
夫
婦
義
ム
口
論
と
庭
銭
と
同
時
代
の
戚
防
相
の

品
川
山
口
説
が
酷
似
す
る
こ
と
の
指
摘
は
奥
味
深
い
。
時
代
的
に
設
っ
て
影
響
関
係
を

公
一
去
す
る
の
は
無
理
で
、
著
者
の
よ
う
に
河
じ
空
気
が
あ
っ
た
と
い
う
に
と
ど

ま
る
だ
ろ
う
。
著
者
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

第
六
銭
中
「
名
分
論
の
光
栄
ー
!
!
j
詩
太
騒
動
を
め
ぐ
っ
F
L

一j
j
」
は
、
「
父
が
不
在

の
た
め
に
、
父
の
名
分
に
お
い
て
、
父
の
役
郊
を
来
た
し
て
い
く
」
渡
辺
源
太

の
名
分
論
の
意
識
が
、
問
問
和
安
、
水
の
時
代
の
空
気
を
反
紋
し
て
い
た
と
い
う
仮

説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
名
分
論
の
間
約
機
な
定
義
が
あ
る
の
で
引
用
し
て
お
こ

う
。
「
名
分
論
と
は
、
近
没
身
分
社
会
を
基
礎
づ
け
る
論
理
で
あ
り
、
こ
の
構

造
が
川
制
緩
し
、
各
分
際
抑
制
友
の
間
同
の
議
開
問
が
明
腕
時
で
な
く
な
っ
た
降
、
社
会
と

偶
人
が
本
来
あ
る
べ
き
佼
滋
と
は
何
か
、
帰
属
本
分
を
自
省
す
る
言
説
で
あ

り
、
あ
る
べ
き
姿
に
自
己
を
純
一
化
す
る
機
制
別
で
あ
る
。
」
著
者
は
、
な
体
品
村
山

婦
女
庭
訓
」
、
言
問
山
物
双
山
い
、
内
一
附
刃
物
語
」
の
「
菊
花
の
約
」
な
ど
の
間
的
利
安

、
水
期
作
品
に
お
け
る
名
分
論
的
状
況
を
析
出
し
、
加
え
て
天
明
党
政
側
郊
の
高
山

彦
九
削
ゆ
が
扱
母
の
死
に
服
喪
一
一
一
年
を
費
や
し
た
こ
と
は
綴
端
な
名
分
の
立
て
方

で
あ
る
が
、
そ
の
狩
代
に
は
奇
行
に
帥
吹
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
名
分
論
的
光

景
が
変
質
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
や
や
短
絡
的
な
気
が
す
る
。
著
者
の
意
図

は
、
明
和
安
、
水
郊
を
名
分
論
の
叫
吋
代
と
し
て
位
段
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ

が
、
注
2
で
自
ら
い
う
よ
う
に
、
ぞ
れ
以
前
も
そ
れ
以
後
も
名
分
論
は
存
在
す

る
わ
け
で
、
近
役
中
期
に
特
定
し
よ
う
と
す
る
本
論
は
、
著
者
が
こ
の
殺
で
一
一

凶
悶
用
い
て
い
る
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
「
印
象
的
」
な
批
評
の
域
を
脱
し
て
い

な
い
よ
う
に
も
思
う
。

第
七
準
「
発
見
と
幻
滅
芸
術
物
遣
の
批
判
怒
」
で
は
、
秋
成
が
考
察
し
た
金

印
、
背
中
稿
の
古
労
一
戸
に
投
楽
さ
れ
た
秋
成
訪
中
稿
、
「
{
口
出
水
が
塚
」
の
主
人
公
の

ゅ
り
あ
げ
と
古
校
、
「
一
一
世
の
縁
」
の
土
中
入
定
か
ら
の
蘇
生
な
ど
に
、
「
深
く

隠
れ
て
、
成
熟
の
時
を
進
行
さ
せ
、
や
が
て
出
現
す
る
モ
ノ
」
と
い
う
共
通
雨
明

を
見
出
し
、
こ
れ
に
鄭
恩
肖
の
古
井
戸
に
捜
め
た
原
稿
が
明
米
に
出
現
し
た
経

緯
が
「
心
史
」
に
脅
か
れ
て
い
た
こ
と
を
結
び
つ
け
て
み
せ
た
。
土
中
入
定
と

金
印
を
類
比
さ
せ
る
発
想
に
発
表
当
時
吋
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
秋
成
自
ら
が
、

背
中
稿
投
棄
と
、
森
川
竹
窓
に
教
え
ら
れ
た
吋
心
史
」
の
記
事
を
「
河
談
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
こ
と

Q
m肥
大
小
心
録
ご
を
若
者
は
指
摘
す
る
。

第
九
率
「
勧
議
慾
惑
と
命
禄
j

j
時
泌
総
畿
日
比
王
朝
水
時
叫
ん
認
と
芸
部
附
雪
山
い
の
主
総

1
1
1
1
1
1
1
1

」

は
、
「
本
初
水
詳
伝
い
吋
春
雨
物
語
い
に
共
通
す
る
命
徐
思
想
を
潟
琴
の
一
百
説
と

対
応
さ
せ
て
、
「
文
学
は
人
備
を
滋
ふ
の
説
」
を
受
け
綴
ぐ
、
反
勧
始
前
回
懲
怒
思

想
だ
と
す
る
。
異
論
は
な
い
が
、
で
は
そ
の
思
想
的
背
殺
は
ど
こ
に
あ
る
の

-77-



か
。
本
沓
全
体
の
基
調
か
ら
言
え
ば
、
明
治
の
文
学
学
芸
思
想
と
の
関
わ
り
に

触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
だ
が
:
:
:
。

次
に
第
二
郎
。
第
閲
翠
「
和
文
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
i
l悠
州
出
始
紙
日
比
内
折
々
仲
H
V
い
一
両

l
i」
で
は
、
「
綾
足
の
採
用
し
た
文
体
(
和
文
)
は
、
扱
わ
れ
た
俗
な
る
位
界

の
配
置
を
抑
制
対
化
し
た
り
変
更
す
る
装
置
で
あ
」
り
、
「
名
分
論
的
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
よ
る
再
編
が
も
っ
と
も
突
出
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
身
近
な

出
来
事
を
和
文
で
会
く
こ
と
の
な
味
を
、
か
つ
て
私
も
和
文
の
番
き
手
の
主
体

的
問
題
と
し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
(
挑
抑
制
「
和
文
の
忠
相
と
て
こ
の
指

締
に
は
い
肢
を
突
か
れ
る
思
い
が
し
た
。
し
か
し
、
和
文
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含

む
文
体
で
あ
る
理
由
が
十
分
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
一
一
白
え
ず
、
仙
腕
相
伴
す
る

に
は
浸
っ
て
い
な
い
。

第
五
点
H

十
「
明
人
文
集
と
よ
方
の
学
芸
奥
山
総
疫
抑
十
U
刈
乱
立
援
を
悦
度
に
し
て
1

1
」

の
結
論
は
、
綾
足
や
お
践
の
和
文
に
明
文
の
彩
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
仮
説
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
吋
鉄
総
珊
瑚
」
「
明
文
楽
務
」
ら
明
人
文

集
に
松
'
戒
が
い
ち
は
や
く
注
目
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
こ
に
引
刻
さ
れ
て

い
る
帰
有
光
の
文
章
に
つ
い
て
、
社
会
正
義
を
論
じ
る
部
分
で
は
な
く
、
名
分

論
に
殉
じ
る
人
物
の
話
題
に
滞
日
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
著
者
は
重
視
す

る
。
そ
こ
に
綾
足
の
「
折
々
落
い
の
「
孝
女
」
説
話
を
丞
ね
て
み
る
と
、
使
用

人
や
養
女
の
名
分
の
徹
底
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
帰
有
光
と
共
通
す
る
と

い
う
の
だ
。
そ
の
論
理
は
、
し
か
し
、
少
し
飛
践
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

松
斎
が
「
折
々
率
い
を
孫
編
し
た
「
没
遊
記
い
の
序
を
記
し
た
こ
と
は
確
か
だ

が
、
絞
足
・
お
阿
波
自
身
の
明
清
文
集
へ
の
接
近
を
述
べ
て
お
く
必
姿
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
俗
人
的
に
は
秋
成
を
は
じ
め
と
す
る
上
方
文
人
の
和
文
と
例
代

詩
文
と
の
関
わ
り
は
重
姿
な
テ
!
マ
だ
と
忠
、
っ
。

第
六
章
「
上
方
の
学
芸
1

1
森
山
竹
慾
党
お
i
i」
は
、
浪
務
の
書
家
森
川
竹
慾

の
略
伝
。
上
方
の
知
伎
の
典
型
と
し
て
の
竹
慾
の
伝
を
年
務
形
式
で
叙
べ
る
。

表
者
は
奥
岡
松
斎
や
森
川
竹
慾
の
よ
う
な
茶
渋
蛍
周
辺
の
人
物
を
並
べ
て
い
く

こ
と
で
、
秋
成
と
そ
の
府
間
に
流
れ
る
尚
早
気
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
八
章
「
近
役
の
綾
子
小
説
」
で
「
夢
は
名
分
的
役
界
が
抑
圧
し
た
感
情
世

界
で
あ
る
」
(
一
一
七
七
頁
)
と
一
一
一
回
、
つ
よ
う
に
、
著
者
の
摘
く
名
分
的
世
界
は
ど
こ

か
息
苦
し
い
。
名
分
的
世
界
が
感
情
を
抑
圧
す
る
と
い
う
図
式
は
、
や
や
ス
テ

ロ
タ
イ
プ
な
近
阪
文
学
論
の
前
提
を
思
い
出
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
著
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者
の
本
領
は
、
「
義
貌
と
人
情
」
的
図
式
に
持
ち
込
ま
、
す
、
名
分
と
い
う
本
来

(
当
為
〉
伎
と
の
ズ
レ
の
自
覚
(
然
自
党
)
に
文
学
モ
チ
ー
フ
を
発
見
し
た
と
こ

ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ら
、
「
抑
圧
」
と
い
う
一
万
般
市
は
相
応
し
く
な
い
と
思
う
。

本
来
(
当
為
)
性
と
の
ズ
レ
と
は
浮
世
箪
子
の
気
質
物
ゃ
、
戯
作
の
解
析
に

も
応
用
可
能
な
方
法
だ
と
怠
わ
れ
る
。
波
史
家
尾
藤
正
英
が
吋
江
戸
時
代
と
は

何
か
い
(
岩
波
慾
応
)
で
江
戸
社
会
を
「
役
の
体
系
」
と
捉
え
て
み
せ
た
こ
と
、

池
上
英
子
が
「
名
誉
と
順
応
い
(
N
T
T
出
版
)
で
武
士
精
神
を
社
会
学
的
に
分

析
し
て
み
せ
た
こ
と
な
ど
、
名
分
論
的
世
界
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口

が
あ
っ
た
。
上
方
学
芸
社
会
と
初
期
読
本
を
主
な
祝
肢
と
し
て
論
じ
、
文
学
モ

チ
i
フ
と
し
て
こ
れ
を
論
じ
た
本
書
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
交
重
な
成
果
と
し



て
今
後
に
益
し
よ
う
。

た
だ
胡
巡
回
判
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
総
じ
て
著
者
は
第
一
部
第
七

卒、自
3
で
い
う
よ
う
に
、
「
都
市
文
化
の
成
熟
i
i
m
町
線
の
受
容
」
二
十
八
段
紀
の
江

戸
文
芸
e

ご
な
ど
の
中
野
一
一
一
敏
の
論
を
絡
ま
え
て
明
法
文
人
の
彩
響
と
い
う
視
点

を
皮
肉
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
か
つ
て
秋
成
の
文
学
論
の
背
設
に
朔
風

の
影
響
を
指
摘
し
た
中
野
「
寓
一
言
論
の
陥
民
間
」
(
吋
紛
糾
作
研
究
」
)
の
ご
と
き
き
め

斜
か
い
実
証
が
不
足
し
て
い
る
憾
み
が
あ
る
。
中
国
明
治
文
献
を
は
じ
め
と
す

る
、
広
範
な
参
考
文
献
へ
の
目
配
り
が
あ
り
、
第
二
部
第
一
一
一
章
「
地
域
の
事
件

上
京
水
「
一
一
一
州
笠
授
の
成
zreit--」
の
注

2
に
↓
記
さ
れ
る
よ
う
な
詳
織
な
諸
本
吉

誌
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
手
抜
き
を
し
な
い
調
資
に
基
づ
い
て
い
な
が
ら
、
日
以

も
肝
心
な
部
分
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
「
空
気
」
と
い
う
一
首
楽
で
説
明
し
て
し

ま
う
よ
う
な
あ
い
ま
い
さ
が
潔
う
の
は
残
念
で
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
本
舎
の
倒
防
胞
は
、
近
般
市
中
期
に
お
い
て
名
分
論
と
い
う
そ
チ
l

ブ
が
霊
安
な
文
学
的
主
題
に
な
っ
た
こ
と
を
扶
り
出
し
た
点
に
あ
り
、
そ
れ
は

き
わ
め
て
説
得
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
仮
説
的
切
り
込
み
な
し
に
は
不
可
能

な
こ
と
だ
か
ら
、
著
者
の
洞
祭
に
は
あ
ら
た
め
て
敬
服
す
る
。

本
議
会
…
溺
に
採
る
著
者
の
尚
子
識
に
舌
を
巻
き
つ
つ
、
設
詳
を
引
き
受
け
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
が
、
厨
夜
っ
て
感
想
文
め
い
た
蕪
辞
を
迷
ね
る
こ
と

と
な
っ
た
。
誤
読
誤
解
も
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
最
後

に
な
っ
た
が
、
本
脅
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
実
に
数
多
く
、
第
一
部
第
一
二
淡
ゃ

か
ら
は
、
執
筆
中
の
拙
論
に
夜
後
援
す
る
情
報
を
得
る
な
ど
、
私
に
と
っ
て
き

わ
め
て
有
益
な
一
番
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
、
祭
を
姻
く
。
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