
六
十
歳
も
な
か
ば
に
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
く
る
引
退
、

や
が
て
そ
れ
が
現
実
と
な
る
で
あ
ろ
う
未
来
を
遠
ざ
け
、
自
分
の

視
線
を
向
け
な
お
し
て
、
過
去
を
凝
視
し
が
ち
に
な
る
。
私
自
身

は
引
退
へ
の
コ
ー
ナ
ー
を
回
っ
た
と
は
必
ず
し
も
思
っ
て
い
な
い

が
、
と
き
た
ま
過
去
を
回
想
す
る
こ
と
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の

過
去
と
は
、
徳
川
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
な
か
ん
ず
く
思
想
史
を
教
え
て

私
が
生
き
、
経
験
し
て
き
た
三
十
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
る
キ
ャ

リ
ア
、
そ
こ
に
お
け
る
歴
史
の
視
野
の
展
開
で
あ
る
。
『
日
本
思

想
史
学
』
に
「
何
か
を
書
け
」
と
依
頼
さ
れ
た
時
、
こ
の
よ
う
な

私
の
思
い
の
何
ほ
ど
か
を
書
き
留
め
る
よ
い
機
会
が
提
供
さ
れ
た

と
思
っ
た
。

簡
略
に
で
は
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
三
十
年
の
期
間
を
超
え
て
そ

れ
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
学
問
分
野
の
興
隆
と
消
滅
の
始

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
江
戸
思
想
史
の
三
十
年
を
顧
み
て

ま
り
を
私
が
証
言
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
八
’
七
二
年
に
私

が
大
学
院
に
い
た
時
に
、
徳
川
日
本
に
関
す
る
英
語
文
献
は
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
少
な
い
方
で
、
制
度
史
を
主
に
し
て
明
治
維
新
へ

極
端
に
か
た
よ
っ
た
構
成
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
が
読
ん
だ
本
は
、

長
州
、
坂
本
龍
馬
、
幕
府
官
僚
制
・
徳
川
教
育
な
ど
に
関
す
る
も

の
、
徳
川
日
本
に
お
け
る
天
皇
と
国
家
や
水
戸
学
に
関
す
る
書
、

そ
し
て
近
代
化
に
関
す
る
大
分
量
シ
リ
ー
ズ
の
論
文
の
い
く
つ
か
、

そ
し
て
ベ
ラ
ー
の
『
徳
川
宗
教
』
〔
邦
訳
名
『
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
』

未
来
社
〕
で
あ
っ
た
。
七
○
年
代
に
な
る
と
、
い
く
つ
か
の
論
文

あ
る
い
は
著
書
の
章
の
内
に
、
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
徳

川
思
想
史
と
い
う
学
問
分
野
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
姿
を

現
し
た
。
こ
の
努
力
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
っ
た
の
は
シ
カ
ゴ

大
学
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ー
ム
ス
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八
○
年
代
後
半
の
中
ご
ろ
に
は
、
若
干
の
書
物
に
お
い
て
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
問
題
が
焦
点
と
な
っ
た
。
そ
の
言
葉
（
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
）
は
、
徳
川
初
期
、
水
戸
学
、
そ
し
て
国
学
を
扱
っ
た
著

述
の
タ
イ
ト
ル
に
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
懐
徳
堂
や

新
井
白
石
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
や
、
徳
川
儒
教
に
関
す
る
評
論

集
に
も
見
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
著
述
の
か
な
り
の
も
の
が
翻
訳

に
よ
っ
て
日
本
で
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
周
知
の
と
こ

（
１
）

ろ
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
比
定
さ
れ
る
も
の
と

し
て
社
会
史
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
た
の

は
農
民
紛
争
で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
’
八
六
の
二
年
間
の
短
い
期

（
２
）

間
の
内
で
、
四
点
も
の
「
一
摸
」
に
関
す
る
研
究
が
現
れ
た
。
そ

れ
以
降
は
わ
ず
か
二
点
の
研
究
が
後
続
し
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
天
明
の
一
摸
、
庄
内
・
福
島
の
一
摸
を
扱
い
、
あ
る
い
は

こ
の
時
期
を
通
じ
て
の
農
民
の
社
会
的
不
満
の
増
大
の
軌
跡
を
た

ど
っ
た
。
そ
れ
は
、
農
民
紛
争
の
物
語
の
翻
訳
害
に
よ
っ
て
追
究

が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ロ
セ
ミ
ナ
ー
で
大
学
院
生
た
ち
は

大
変
な
興
味
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
研
究
を
読
ん
だ
（
私
の
知
っ
て
い

る
限
り
、
こ
れ
ら
の
著
述
は
殆
ど
日
本
語
へ
の
翻
訳
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

日
本
に
お
け
る
徳
川
社
会
史
と
い
う
研
究
分
野
が
、
思
想
史
に
比
べ
て
非
常

に
大
き
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
農
民
紛
争
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
の
双
方
は
、
そ

れ
自
体
が
他
の
文
化
と
歴
史
（
中
国
と
ョ
－
ロ
ッ
パ
）
を
比
較
す
る

こ
と
に
適
し
て
い
た
し
、
そ
し
て
ま
た
理
論
的
著
述
（
若
干
の
名

前
を
挙
げ
れ
ば
フ
ー
コ
ー
や
ブ
ル
デ
ュ
ー
）
に
関
す
る
極
め
て
多
彩
な

議
論
を
持
ち
こ
む
こ
と
を
も
可
能
に
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
を
驚

か
す
よ
う
な
展
開
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
驚
き
は
た
だ
一
つ
の
理
由

に
よ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
歴
史
学
と
い
う
学
問
は
、
恰
も
歴
史

自
身
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
変
革
を
課
題
と
し
て
い
る
し
、
そ

し
て
そ
の
変
革
は
研
究
書
の
供
給
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
、

何
故
か
私
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
○
年
代

の
初
め
に
、
大
学
院
生
た
ち
は
も
は
や
農
民
紛
争
に
関
心
を
示
さ

な
く
な
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
彼
等

を
魅
惑
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
的
に

は
、
彼
等
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、
す
ぐ
利
用
で
き
る
も
の
と
し

て
供
給
さ
れ
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
矛
盾
的
で
あ
っ
た
（
藩
史
を

中
心
と
す
る
地
方
社
会
・
政
治
史
は
出
版
が
継
続
さ
れ
た
が
、
若
い
世
代
の

あ
る
一
部
に
軽
い
関
心
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
）
。
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
は
先
細
り
に
な
っ
た
。
学
生
た
ち
は
い
ま
や
、
英
語
で

触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
か
っ
た
諸
主
題
を
読
む
こ
と
を
熱
望

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
徳
川
時
代
に
お
け
る
女
性
史
（
女
性
の
著
作
、

文
化
生
産
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
、
売
春
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ー
の
歴
史
、
マ
ー

ジ
ナ
ル
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
、
対
外
関
係
、
医
療
史
な
ど
で
あ
る
。

9I [提言］アメリカにおける江戸思想史の三十年を顧みて



最
近
の
二
’
三
年
に
、
徐
々
に
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
な

出
版
物
が
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。

歴
史
学
分
野
内
に
お
け
る
理
論
へ
の
信
頼
性
も
ま
た
、
深
刻
な

問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
は
、
若
干
の
中
心
的
概
念
が
歴
史
学
の
一
般
潮
流
の

な
か
に
呑
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
現
在
誰
で
も
が
使
え
る
よ

う
な
タ
ー
ム
と
し
て
、
権
力
・
文
化
資
本
・
想
像
共
同
体
や
脱
構

築
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
ピ
エ
ー
ル
・

ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
や
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
と
い
う
権
威
的
な
名
前
を
使
う
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
る
。

あ
た
か
も
階
級
に
関
し
て
書
く
時
に
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
言
及

す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
。
実
際
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
名
前
に
言

及
す
る
こ
と
は
、
何
か
う
さ
ん
く
さ
い
も
の
に
見
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
学
問
的
セ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
と

見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
人
文
科
学
に
起
源
を
持
つ
理
論
的
立
場
の
相
当
数
は
、

歴
史
家
た
ち
の
実
践
的
要
求
と
調
和
し
難
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
概
し
て
云
え
ば
、
客
観
性
と
い
う
概
念
を
否

定
す
る
も
の
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
す
意
味
を
歴
史
家
で

す
ら
も
が
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
著
者
の
立
場
の
真
実
性

が
究
極
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
全
て
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
極

端
な
主
張
で
あ
る
。
何
人
か
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
支
持
者
は

こ
の
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
マ
ク
ロ
の
解
釈
（
例
え
ば
世

界
史
と
か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
発
展
段
階
論
、
進
歩
主
義
な
ど
）
ま
た
は

メ
タ
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
、
と
り
わ
け
国
民
や
国
家
を
枠
組
み
と
す
る
そ

れ
は
、
解
釈
上
の
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
伝
統

的
な
歴
史
編
蟇
の
焦
点
で
あ
る
特
殊
性
と
個
別
性
を
安
定
化
さ
せ

る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
例
え
ば
伝
記
と
い
う
よ
う
な
歴

史
叙
述
の
あ
る
定
型
、
そ
し
て
ト
ピ
ッ
ク
ス
、
例
え
ば
日
常
文
化
、

鎖
国
期
間
中
の
「
対
外
関
係
」
な
ど
は
、
高
度
理
論
が
高
潮
し
た

七
○
代
と
八
○
年
代
を
通
じ
て
無
価
値
で
と
る
に
た
ら
な
い
と
低

い
評
価
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
が
重
要
性
を
回
復
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
大
き
な
要
求
が
今
も
あ
り
、
そ
う
し
た

要
求
を
捉
え
て
供
給
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、

人
々
は
言
う
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
あ
げ
る
べ
き
は
、
理
論
が
非
常
に
複
雑
多
様
化
し
た
こ

と
で
あ
る
。
数
々
の
多
彩
な
理
論
に
は
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り

で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
、
同
性
愛
理
論
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
理

論
、
地
域
研
究
と
異
な
る
ト
ラ
ン
ス
‐
ナ
シ
ョ
ナ
ル
理
論
、
そ
し

て
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
ヘ
の
幾
多
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、

こ
れ
ら
の
理
論
を
学
生
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
紹
介
す
る
か
を
決
め

る
の
に
、
皆
が
困
っ
て
い
る
の
が
今
日
の
状
況
で
あ
る
。
書
店
の

多
く
は
い
ま
や
こ
の
よ
う
な
著
述
を
別
置
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
印
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
棚
は
な
く
な
っ
た
。
そ
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れ
は
、
三
十
年
前
に
歴
史
家
た
ち
の
理
論
へ
の
渇
望
の
頼
み
の
綱

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
、
今
は
実
質
的
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

今
も
な
お
、
理
論
へ
の
入
門
書
（
そ
れ
ら
は
特
に
人
文
科
学
の
学
生
向

け
で
あ
る
と
思
う
が
）
と
と
も
に
、
「
理
論
の
問
題
性
」
あ
る
い
は
「
理

論
の
終
焉
」
（
多
分
、
社
会
科
学
お
よ
び
歴
史
家
向
き
で
あ
る
）
に
関
す

る
本
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
出
す
。
そ
こ
に
は
理
論
疲
労
の
症
状

が
現
れ
て
い
る
。

い
ま
ひ
と
つ
追
加
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
憂
盧
す
べ
き
こ
と

が
ら
は
、
大
学
出
版
部
の
商
業
化
が
加
速
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
い
ま
や
基
礎
的
研
究
報
告
の
出
版
を
、
時
流
に
沿
っ
た

も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
昔
よ
り
も
も
っ
と
渋
る
よ
う
に

な
っ
た
。
大
学
出
版
部
の
新
規
出
版
を
担
当
す
る
編
集
者
は
、
ど

の
よ
う
な
原
稿
が
出
版
物
に
な
る
か
を
決
定
す
る
の
に
重
要
な
役

割
を
演
じ
て
い
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
予
測
さ
れ
る
販
売
数
が
重

要
性
の
全
て
で
あ
る
。
著
者
が
、
出
版
経
費
に
対
す
る
売
上
予
想

と
の
不
足
額
の
負
担
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い
（
あ
る

ケ
ー
ス
で
は
そ
れ
は
一
万
ド
ル
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
は
結
局
他
社
に
よ
っ
て

出
版
さ
れ
、
二
カ
国
語
の
翻
訳
を
含
み
八
版
を
重
ね
る
成
功
を
収
め
る
結
果

と
な
っ
た
）
。
そ
れ
は
ま
た
書
物
に
つ
い
て
語
る
編
集
者
が
使
う
専

門
用
語
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
か
く
し
て
「
モ
ノ
グ
ラ
フ
」

（
単
一
分
野
の
研
究
論
文
）
と
い
う
言
葉
は
市
場
価
値
に
従
っ
て
再
定

義
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
非
常
に
焦
点
的
で

専
門
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
千
部
以
下
し
か
売
れ
な
い
本
に
対

し
て
は
、
学
術
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
用
語
は
適
用

さ
れ
な
い
。

こ
の
学
術
的
・
知
的
情
勢
の
変
化
は
、
日
本
の
外
で
の
徳
川
思

想
史
と
い
う
小
さ
な
学
問
分
野
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
か
。
こ
こ
で
は
、
合
衆
国
と
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
（
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
ド

イ
ツ
）
の
間
で
区
別
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
衆
国
で
は
、

何
人
か
の
学
者
が
厳
密
な
意
味
で
の
徳
川
思
想
史
か
ら
外
れ
（
私

自
身
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
）
、
あ
る
い
は
そ
こ
へ
回
帰
す
る
意
図

を
明
白
に
し
な
い
ま
ま
に
、
徳
川
時
代
以
外
の
研
究
へ
移
っ
て
い

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
っ
て
水
戸
学
、
国
学
や
そ
れ
に
関

係
す
る
課
題
の
本
を
書
い
た
学
者
た
ち
が
、
今
で
は
昭
和
初
期
、

戦
後
期
ま
で
も
、
あ
る
い
は
徳
川
時
代
に
お
け
る
思
想
史
以
外
の

他
の
課
題
を
研
究
し
て
い
る
の
を
見
出
す
。
他
に
も
、
新
た
な
学

術
分
野
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
十
九
世
紀
に
シ
フ
ト
し
て
い
る

学
者
が
い
る
。
そ
れ
に
は
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
裂
け
目
で
あ
っ
た

明
治
維
新
の
重
要
性
が
極
小
化
し
て
い
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
。

不
平
等
条
約
の
港
に
お
け
る
特
別
な
文
化
、
植
民
地
主
義
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
近
代
女
性
の
地
位
な
ど
は
、
日
本
史
に
関

心
の
あ
る
学
生
を
最
も
引
き
付
け
る
領
域
で
あ
る
。
私
の
推
測
で

は
、
徳
川
思
想
史
と
い
う
分
野
の
研
究
は
継
続
さ
れ
る
が
、
非
常

に
ゆ
っ
く
り
し
た
歩
調
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
モ
ノ
グ
ラ
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フ
（
両
義
で
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
）
の
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
学
派
の

研
究
よ
り
も
個
々
の
思
想
家
の
研
究
、
あ
る
い
は
原
文
の
英
訳
に

な
る
だ
ろ
う
。

ョ
－
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
あ
り
か
た
は
こ
れ
と
別
で
あ
る
。
ア
メ

リ
カ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
と
の
二
つ
の
主
要
な
相
違
点
が
あ
る
。
一
つ

は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
学
者
は
、
彼
等
自
身
の
裏
庭
（
縄
張
り
内
）

で
発
展
し
た
諸
理
論
に
よ
っ
て
、
（
豊
に
す
る
に
せ
よ
邪
道
に
み
ち
び

か
れ
る
に
せ
よ
）
決
し
て
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
が
パ
リ

で
講
義
し
た
と
き
、
参
考
に
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
理
論

へ
の
私
の
言
及
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
日
本
専
門
家
が
賛
成

し
な
か
っ
た
時
の
感
触
を
思
い
起
こ
す
。
こ
れ
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
が

所
属
し
た
社
会
科
学
高
等
研
究
学
院
で
彼
自
身
が
よ
く
使
っ
て
い

た
教
室
に
お
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
つ
に
は
、
徳
川

思
想
家
を
研
究
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
両
国
の
学
者
は
、
中

国
思
想
に
関
し
て
は
大
抵
の
ア
メ
リ
カ
の
同
僚
た
ち
よ
り
も
は
る

か
に
よ
く
訓
練
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
を
凌
駕
す
る

す
ば
ら
し
い
研
究
を
生
み
出
し
て
い
る
（
過
度
の
経
験
主
義
的
研
究

と
批
判
す
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
。
こ
う
し
て
西
洋
に
お
け
る
、

熊
沢
蕃
山
・
中
江
藤
樹
・
安
藤
昌
益
ま
た
徳
川
の
数
学
者
た
ち
に

つ
い
て
、
最
高
の
研
究
が
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
た
ち
（
ジ
ャ
ン
‐
フ
ラ

ン
ソ
ワ
・
ス
ム
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ョ
リ
、
ア
ニ
ッ
ク
・
ホ
リ
ウ
チ
の
そ
れ
ぞ
れ
）

（
３
）
（
４
）

に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。
荻
生
柤
棟
の
研
究
（
オ
リ
ヴ
ィ
ェ
・
ア
ン
サ
ー

ル
に
よ
る
）
は
高
度
化
と
云
う
点
で
丸
山
真
男
の
古
典
的
研
究
に

匹
敵
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
ン
ズ
の
研
究
は
、
仁
斎
と
柤
侠
の
人
性

論
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
中
国
原
典
に
比
較
し
な
が
ら
詳
し
く
分
析
し

（
５
）

て
い
る
。

一
方
、
徳
川
思
想
家
の
主
要
な
著
述
が
ョ
－
ロ
ッ
パ
言
語
に
完

全
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
は
、
思
想
史
教
育
を
振
興
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
一
つ
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
ジ
ョ
ン
・
タ
ッ
カ
ー

（
６
）

は
伊
藤
仁
斎
の
「
語
孟
字
義
』
の
英
訳
を
出
版
し
た
が
、
計
画
に

従
っ
て
狙
侠
の
『
弁
名
』
も
出
版
さ
れ
れ
ば
、
日
本
思
想
大
系
の

荻
生
柤
侠
の
巻
（
『
答
問
書
』
を
加
え
て
）
の
殆
ど
全
て
の
翻
訳
を
英

語
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
学
生

た
ち
の
間
で
の
関
心
は
、
徳
川
思
想
の
よ
り
多
く
が
英
語
で

す
ぐ
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
減
少
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
１
）
函
の
『
ョ
四
目
○
○
ヨ
の
ゞ
弓
号
塁
叱
色
ご
色
目
ａ
、
ミ
侯
電
恥
国
邑
黄
昏
○
．
苫
②
ご
一
言
房
、

園
、
『
◎
白
。
ｍ
○
用
『
旨
の
の
８
頁
勺
ユ
ロ
の
①
ｇ
己
ご
己
ぐ
の
『
鰹
昌
冠
『
①
の
い

ご
震
）
．
〔
『
徳
川
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
○
年
）
〕

く
言
８
『
困
○
胃
ゴ
ョ
田
口
Ｐ
弓
舂
、
三
ｓ
ご
画
、
三
晨
逗
、
ｂ
房
８
塁
爵
、
》
記
ミ
ミ
ミ

宮
ミ
雪
吻
ミ
言
ミ
ミ
ミ
冒
尽
弓
号
畠
昌
盲
昔
言
言
烏
ご
ｐ
畠
登
（
国
国
‐

訂
－
９
《
ご
己
ぐ
の
『
の
ご
ａ
ｓ
一
言
三
四
琴
①
の
い
》
ご
雪
）
“
〔
『
水
戸
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
ｌ
徳
川
後
期
の
言
説
・
改
革
・
叛
乱
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
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一
九
九
八
年
）
〕

弓
鼻
豐
ｏ
ｚ
皇
国
ゞ
夛
怠
。
勇
旦
『
ミ
罵
言
ご
雪
叱
昌
昌
冒
曾
胃
司
言

罫
三
。
ミ
ミ
ミ
ミ
ら
ミ
ミ
レ
ら
ミ
ミ
ミ
ミ
○
旨
雪
（
○
三
８
ｍ
Ｑ
ご
己
ぐ
閏
望
‐

ご
呉
空
冨
唱
卑
の
＄
尼
電
）
．
〔
『
懐
徳
堂
’
一
八
紀
日
本
の

「
徳
」
の
諸
相
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
〕

函
四
．
冨
国
四
『
○
○
冒
邑
国
貝
弓
言
苫
叱
“
ぬ
馬
冨
色
菖
ａ
ご
言
馬
鳶
口
房
８
震
爵
、

色
菖
包
畠
ａ
、
ｇ
僚
逗
雪
弓
。
毒
忌
嫡
昌
廷
邑
哩
三
ミ
ミ
房
ミ
（
○
三
の
四
ｍ
Ｑ
ご
己
ぐ
①
『
巴
ご

○
｛
○
三
○
四
ｍ
○
勺
『
の
め
い
」
①
、
、
）
．

犀
胃
の
二
三
Ｑ
ョ
四
口
ｚ
画
穴
巴
》
吻
琴
ｏ
叱
震
菖
昌
、
三
茸
青
角
』
『
昌
配
宮
討
言
馬
萱

邑
員
、
言
ミ
房
函
具
ご
言
い
ミ
ミ
記
員
臭
の
自
己
凰
后
Ｑ
西
目
畠
ａ
ご
己
‐

く
の
『
の
ご
牢
の
の
の
』
語
巴
．
〔
『
新
井
白
石
の
政
治
戦
略
ｌ
儒
学
と

史
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
一
年
）
〕

雲
『
一
匡
国
ヨ
弓
彦
の
○
口
。
『
の
Ｑ
の
画
四
『
昌
四
ご
Ｑ
辱
の
ロ
の
国
さ
○
ヨ
》
の
Ｑ
い
、
ご
苧

ｎ
ｓ
奇
色
苫
包
、
言
９
号
具
《
ご
叱
国
厨
昌
冒
之
ｇ
‐
○
．
ミ
ざ
ら
胃
ミ
的
ミ
色
菖
ａ
、
旨
。
‐

註
の
ミ
ト
、
邑
竜
冒
言
函
（
ｚ
①
乏
琶
○
『
再
○
○
盲
ヨ
三
画
ご
己
く
①
『
巴
ご
勺
吊
の
の
》

』
の
割
の
）
．

（
２
）
乏
筐
冨
白
犀
の
一
々
・
ｂ
Ｑ
ｇ
、
胃
、
色
苫
ａ
ｂ
Ｑ
ご
員
砧
言
乏
ミ
ミ
、
§
罫

の
ミ
ミ
ミ
吾
唇
色
苫
亀
国
胃
の
８
頁
勺
凰
胃
①
８
口
ご
己
ぐ
国
留
ご
勺
馬
協
ゞ

』
①
、
、
）
．

国
①
【
ず
①
再
団
員
》
、
、
色
吻
色
苫
一
、
さ
き
旦
一
苫
一
国
、
邑
鳶
』
画
ｃ
ｃ
山
、
、
今
（
ｚ
の
ぎ

西
画
く
の
貝
邑
巴
①
ご
己
く
の
『
里
ど
も
『
の
め
い
』
①
の
９
．

の
房
つ
ぎ
の
口
く
言
の
ｇ
い
、
、
色
吻
邑
ミ
、
ご
言
匂
房
倉
苫
ａ
〔
さ
菖
亀
菖
函
吻
冒

自
○
毒
震
い
自
己
邑
一
巨
、
色
苫
（
国
の
『
穴
堅
の
討
ご
己
く
の
『
望
昌
具
○
巴
萬
○
【
白
色

ｑ

も
『
の
の
い
」
＠
ｍ
の
）
．

ン
邑
邑
の
二
面
一
芸
巴
一
》
ぬ
。
凰
昌
、
ご
言
ご
色
苫
ａ
、
ミ
ミ
盲
『
の
ミ
ミ
忌
昌

国
警
ご
§
吾
‐
ｏ
ミ
ミ
ミ
冒
言
苫
（
弓
５
８
頁
ご
己
ぐ
国
望
ご
呉
醇
凰
目
目

勺
『
の
め
い
』
①
の
①
）
．

（
３
）
］
①
目
蜀
『
ｇ
８
－
の
ぎ
屋
ョ
．
乏
呈
鳥
目
ミ
ミ
負
ｑ
ｏ
ｍ
山
①
へ
色
凰

穴
ミ
雷
鳥
冒
冒
団
昌
豐
苫
官
臼
ｃ
自
詮
倖
烏
震
謹
言
畠
豐
房
烏
一
ご
ミ
ミ

ュ
同
号
弓
胃
冨
○
○
房
鴨
号
甸
国
胃
の
、
冒
牌
再
昌
号
め
冨
呉
朋

心
庁
匡
・
①
の
一
四
つ
○
邑
四
〕
の
①
い
い
つ
つ
つ
）
．

］
四
Ｃ
ｅ
屋
の
の
］
○
ご
》
ト
、
言
ミ
震
昌
一
尽
き
言
』
苫
ａ
ｏ
の
ご
Ｒ
萱
叱
震
苫
雪
盲
ａ
、

昌
胃
冒
爵
“
ミ
冒
冒
ミ
ミ
ミ
言
昏
§
ご
息
憲
言
黄
謹
苫
ミ
ミ
ミ
，
８
苓

冒
＆
§
号
一
ざ
ミ
ミ
ご
雪
函
ミ
ミ
亀
胃
舅
三
巴
の
９
国
目
月
俸

Ｆ
四
『
○
の
ｐ
』
①
①
の
）
．

シ
ロ
ヨ
昊
函
○
風
月
三
》
尽
め
ミ
ミ
ミ
ミ
邑
昌
震
函
旨
曾
曽
属
ぬ
い
色
一
響
。
‐

《
鳥
包
閏
号
角
ｍ
Ｃ
Ｐ
目
的
①
と
叱
慧
爵
禽
ミ
ミ
号
“
ご
冒
色
慧
蓋
号
啓
童

弓
色
言
言
酎
壁
、
自
刃
◎
色
凰
烏
弓
尋
、
言
穴
昌
色
言
さ
倉
α
、
令
自
ご
迫

（
両
四
国
の
』
．
く
凰
口
房
①
の
《
）
．

（
４
）
○
一
冨
示
『
シ
ヨ
の
画
風
》
缶
ざ
言
宣
言
ａ
ミ
ミ
尽
恥
ト
色
、
⑮
苫
の
§
更
。
頤
逵
忌

め
。
『
員
、
』
ｍ
ｑ
ｑ
自
刃
心
的
（
Ｆ
画
匡
の
餌
邑
口
角
ロ
『
○
蝉
』
の
①
の
）
．

（
５
）
の
①
【
宣
四
Ｒ
Ｑ
Ｆ
の
言
朋
｝
吾
愚
色
三
胃
琴
、
』
ミ
ミ
号
ミ
ミ
喧
詩
叱
口
尽
三
ミ
ミ
言

ａ
、
②
雪
辱
苫
胃
蚕
、
苫
ミ
ュ
ミ
ざ
昌
営
醜
ミ
ミ
吻
琴
、
苫
三
ｓ
迂
色
匂
の
毒
ミ
言
淫
曇
甘
言
函

烏
吻
邑
の
昔
ミ
ミ
ミ
ミ
房
蜀
勇
冒
震
員
吻
ミ
ミ
・
汀
ミ
舅
の
ミ
罵
言
、
ご
亭

昌
§
震
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
駒
ミ
穴
ミ
ミ
言
冒
言
苫
（
ぐ
○
届
．
三
房
の
冨
号
貝

困
四
『
『
画
の
の
９
量
目
く
の
『
匿
い
』
①
の
９
．

（
６
）
き
ぎ
ロ
ン
一
一
①
邑
弓
匡
呉
①
『
》
再
ｑ
蜀
苫
昌
房
の
ｓ
昌
壱
曾
邑
言
旦
暮
、
、
言
‐

言
号
言
。
ミ
ロ
ミ
ミ
註
昌
旦
団
ミ
ミ
ミ
ミ
、
§
昔
旨
き
Ｆ
臼
号
貝
卑
晨

昌
の
①
の
）
．

（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
教
授
）

（
大
桑
斉
訳
）
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