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リ
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排
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混

初
期
の
広
津
和
郎
k
h
u
け
る
思
考
の
中
核
は
、
徹
底
的
な
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
の
排
斥
に
あ
っ
た
。
思
想
の
誘
惑
や
、
思
想
の
暗
示

K
と
り
つ
か
れ
、

自
己
の
正
し
い
判
断
の
眼
を
曇
ら
せ
て
し
ま
う
「
(
ほ
ん
と
の
意
味
の
謙
遜
の

か
け
た
ν

自
己
感
心
」
(
「
自
己
感
心
の
恐
ろ
し
き
」
大
正
五
年
二
月
)
に
が

ち
い
っ
た
人
達
ゃ
、
思
想
の
呪
縛
K
あ
い
、
い
と
も
安
易

K
そ
の
中

K
L
U
ほ
れ

と
む
「
ハ
認
識
不
足
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
)
自
己
感
情
陶
酔
家
達
」
(
「
蚤

と
鶏
」
大
正
六
年
八
月
)
K対
し
て
、
は
げ
し
い
嫌
悪
感
や
、
時
と
し
て
、
数

慌
心

K
近
い
感
情
さ
え
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
意
識
の
動
き
は
何
か
ら
由
来
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
何
を

意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
ど
と
へ
ゆ
き
つ
〈
の
か
、
そ
れ
を
考
察
す

る
の
は
、
き
わ
め
て
興
味
あ
る
と
と

K
思
え
る
。
と
の
論
で
は
、
そ
う
い
っ
た

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
主
題
と
し
て
論
ず
る
初
期
の
広
津
和
郎
を
追
求
し
て

み
た
い
。

初
期
の
広
津
和
郎
を
語
る

K
は
、
そ
の
発
想
の
土
台
K
生
活
環
境
が
大
き
〈

位
置
し
て
い
る
ζ

と
を
宏
い
が
し
ろ

K
す
る
わ
け
に
は
い
か
左
い
。
そ
と
に
は
、

重
要
念
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
一
つ
は
父
・
母
の
問
題
で
あ
り
、
一
つ
は
兄
の

問
題
で
あ
り
、
一
つ
は
妻
の
問
題
で
る
る
。
主
と
し
て
、
「
年
月
の
あ
し
あ
と
」

(
昭
和
三
十
六
年
一
月
J
)
や
、
「
神
経
病
時
代
」
(
大
正
六
年
十
月
)
、

「
師
崎
行
」
(
大
正
七
年
一
月
)
、
「
や
も
-nJ
」
〈
大
正
八
年
一
月
)
、
「
波

の
上
」
(
大
正
八
年
四
月
)
と
い
っ
た
初
期
主
要
作
品
、
さ
ら
に
は
、
「
傷
痕
」

(
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
)
、
「
兄
弟
」
(
昭
和
二
十
七
年
九
月
〉
と
い
っ
た

作
品
を
中
心

K
、
そ
れ
ら
を
少
し
み
て
い
き
た
い
。

明
治
初
頭
の
一
時
期
、
文
慢
の
一
翼
を
担
っ
た
広
津
柳
浪
は
、
そ
の
子
広
津

和
郎
の
少
年
・
青
年
期

K
は
そ
の
全
廃
を
過
ぎ
、
逼
塞
期

K
入
っ
て
い
た
。
柳

浪
は
極
度
の
潔
癖
さ
を
も
っ
て
筆
を
執
ら
を
い
生
活
を
続
け
て
い
た
。
従
っ

τ

家
は
き
わ
め
て
貧
し
く
、
加
え
て
、
和
郎
は
実
母
と
早
〈
死
別
し
、
継
母

K
育

て
ら
れ
た
。
「
年
月
の
あ
し
あ
と
」
の
回
想
に
よ
る
と
、
大
学
へ
通
う
た
め
の

電
車
賃
さ
え
と
と
か
き
、
一
時
間
も
の
道
を
歩
い
て
か
ょ
っ
た
h
J
も
し
た
と
の

乙
と
で
あ
る
。
一
方
、
父
は
子
供
達
を
盲
愛
し
、
そ
の
後
妻

K
対
し
て
つ
ら
く

あ
た
り
、
家
の
中
は
つ
ね
に
暗
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
父
母
の
い

さ
か
い
の
中

K
あ
っ
て
、
和
郎
は
す
で
に
十
七
、
八
歳
の
頃
か
ら
父
に
対
し
て
、

母
を
か
ば
え
と
よ
〈
意
見
し
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
(
「
年
月
の
あ
し
あ
止
」
)

い
か
に
貧
乏
の
中
に
あ
っ
て
も
節
を
屈
ぜ
ず
、
「
泣
一
吉
こ
や
「
弁
解
」
一
つ

し
念
か
っ
た
父
の
態
度
を
広
津
は
・
き
わ
め
て
あ
h
y
が
た
い
と
は
思
い
念
が
ら
も
、

そ
の
父
に
対
し
て
、
全
商
的

K
は
頼
-D
き
れ
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
神
経
質

で
、
一
本
気
で
、
感
情
の
昂
ま
り
を
抑
え
る
と
か
、
横

K
そ
ら
す
」
と
と
に
か

け
て
、
公
よ
そ
不
向
き
で
あ
っ
た
父
柳
浪
と
、
同
じ
〈
「
正
直
で
神
経
質
宏
」

母
と
の
聞
に
立
ち
、
家
中
が
つ
ね
に
「
神
経
と
神
経
と
の
火
花
を
散
ら
す
」
よ
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う
走
状
態
に
あ
っ
た
中
で
、
何
と
か
父
と
母
と
の
聞
を
と

-Pも
と
う
と
す
る
広

津
和
郎
の
生
育
環
境
は
ま
と
と
に
寂
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼

は
、
父
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
世
間
一
般
の
父
子
と
逆
の
関
係
に
早
〈
か
ら
立

た
ね
ば
左
ら
左
か
っ
た
。
子
を
信
じ
、
理
解
し
、
広
〈
カ
バ
ー
し
て
や
る
親
の

役
目
は
、
と
の
場
合
は
、
む
し
ろ
、
広
津
和
郎
の
役
目
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ζ

と
K
一
つ
の
奇
妙
な
倒
錯
関
係
が
あ
る
。

ζ

の
倒
錯
関
係
は
兄
の
場
合

K
、
よ
り
特
徴
的
に
示
さ
れ
る
。
兄
の
と
と
は
、

後
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月

K
発
表
さ
れ
た
「
傷
痕
」
の
中

K
、
幾
分
の
悲
し

さ
と
怒

b
を
と
め
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
貧
し
さ
の
中
で
、
意
志
の

弱
い
兄
は
、
献
母
を
欺
い
て
盗
み
を
働
き
、
さ
ら
に
は
無
責
任
に
人
を
掃
し
始

め
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
父
や
母
が
い
〈
ら
意
見
し
て
も
聞
か
左
い
。
果
て

K
は、

悪
質
念
女
K
ひ
っ
か
か
っ
た
り
、
警
察
に
拘
引
さ
れ
た
h
y
し
て
父
を
苦
し
め
る
。

そ
う
い
う
兄
に
対
し
て
、
絶
望
的
陀
左
っ
た
弟
、
広
津
和
郎
は
、
あ
る
時
、
突

然
兄
の
身
体
に
馬
乗
り
に
な
っ
て
兄
の
首
を
絞
め
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

「
私
は
兄
を
殺
し
、
自
分
も
死
に
、
と
の
厭
な
世
の
中
か
ら
消
え
て
し
ま
ひ

た
い
と
思
ひ
、
夢
中

K
左
っ
て
兄
の
首
を
絞
め
た
。
兄
は
死
に
も
の
狂
ひ

K
私

K
抵
抗
し
て
、
私
の
右
の
二
の
腕

K
噛
み
つ
い
た
。
兄
K
陥
ま
れ
た
私
の
腕
は

肉

が

喰

ひ

取

ら

れ

た

。

」

〈

「

傷

痕

」

)

物
立
日

K
驚
い
て
か
け
つ
け
た
父
は
そ
の
有
様
に
呆
然
と
し
て
い
る
。
絶
望
的

な
父
と
和
郎
、
そ
し
て
兄
。
何
と
も
悲
し
い
寂
し
い
記
憶
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
彼
が
か
ぞ
え
で
十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。

彼
は
と
う
回
想
す
る
。

「
そ
れ
は
私
の
生
涯
の
中
で
一
番
悲
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
今
日
続
返
っ

て
見
て
も
、
私
の
悲
し
み
の
感
情
の
中
で
、
そ
の
出
来
事
は
最
も
色
濃
く
そ
の

感
情
の
中
心
に
検
た
は
っ
て
ゐ
る
気
が
す
る
。
」
(
「
傷
痕
」
〉

ζ

の
兄
は
、
後
に
も
、
(
昭
和
二
十
七
年
五
月
)
、
「
兄
」
(
昭
和

二
十
七
年
八
月
)
、
「
兄
弟
」
と
い
っ
た
作
品

K
、
ま
っ
た
〈
不
可
息
詰
左
存

在
と
し
て
出
て
〈
る
。
兄
の
無
責
任
さ

K
対
し
て
、
彼
は
つ
ね
に
「
父
に
心
配

を
か
け
念
い
少
年
」
で
な
く
て
は
宏
ら
な
か
っ
た
。
「
兄
弟
」
の
最
後

K
、
そ

の
懐
い
を
広
津
は
き
わ
め
て
自
明
的

K
述
懐
す
る
。

「
兄
は
中
学
時
代
か
ら
、
所
謂
不
良
少
年
の
傾
向
を
帯
び
て
ゐ
て
、
始
於
父

に
心
配
を
か
け
た
が
、
そ
れ
が
私
を
父
に
心
配
を
か
け
な
い
少
年
に
さ
ぜ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
〈
中
略
)
兄
が
尻
拭
ひ
を
し
衣
け
れ
ば
な
ら
左
い
や
う
な

事
を
し
で
か
す
の
で
、
私
は
兄
の
民
拭
ひ
を
し
な
け
れ
ば
左
ら
な
い
事
に
念
っ

て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
兄
が
先
綬
を
つ
け
て
し
ま
ふ
の
で
、
私
は
兄
と
同
じ
遣

を
行
け
念
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
云
へ
る
。

一
一
過
ぐ
ら
ゐ
父
や
兄

K
尻
拭
ひ
を
し
て
貰
ふ
ゃ
う
念
事
を
し
で
か
し
て
ゐ
た

ら
、
何
か
も
っ
と
楽
し
か
っ
た
で
あ
ら
う
の

K
。
」

そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
典
理
的
左
賢
弟
愚
兄
の
育
ち
で
あ
一
っ
た
。
と
の
父
と
兄

の
思
い
出
は
、
広
津
和
郎
の
成
長
過
程
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ

て
よ
い
。
世
間
一
般
k

h
う
父
兄
で
あ

b
、
保
護
者
で
あ
る
立
場

K
、
子
で
あ

り
、
弟
で
あ
る
広
津
和
郎
が
立
た
左
け
れ
ば
念
ら
念
か
っ
た
の
だ
。
「
自
分
K

手
に
了
へ
な
い
不
始
末
の
尻
拭
ひ
を
誰
か
に
さ
せ
て
、
一
目
散
に
逃
げ
出
し
て

見
た
い
。
」
(
「
兄
弟
」
)
、
そ
れ
が
広
津
和
郎

K
は
出
来
を
い
の
で
あ
る
。

彼
は
、
隼
を
下
さ
ぬ
ま
h
頑
固
に
片
意
地
左
生
活
を
送
る
父

K
対
し
て
、
精
神

的
の
み
左
ら
ず
、
経
清
的
に
も
大
き
左
支
え

K
な
ら
ね
ば
-
な
ら
な
か
っ
た
。
精

神
的
に
広
津
和
郎
が
広
津
家
の
柱
で
あ
る
よ
う
に
、
経
済
的
に
も
そ
う
で
あ
っ

た
の
だ
。
大
学
を
卒
業
し
た
後
に
は
、
広
津
家
の
経
済
は
ほ
と
ん
ど
彼
の
肩
に

か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
一
る
。

そ
れ
ら
の
結
果
、
彼
は
早
く
か
ら
客
観
的
念
限
を
も
た
ね
ば
な
ら
左
か
っ
た

「
秋
」
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と
い
っ

J

て
よ
い
。
彼
は
、
早
〈
か
ら
被
静
一
者
で
は
念
〈
保
護
者
の
眼
を
も
た
ね

ば
な
ら
左
か
っ
た
の
だ
。
い
わ
ば
、
大
人
の
眼
を
持
つ
ベ
〈
余
儀
念
く
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
彼
は
、
中
原
中
也
ゃ
、
太
宰
治
等
の
よ
う
宏
、
だ
だ
っ
子
の
眼
が

も
て
な
か
っ
た
。
彼
が
崩
れ
る
と
広
津
家
は
瓦
解
す
る
の
で
あ
る
。
と
の
、
早

く
か
ら
立
た
ね
ば
な
ら
念
か
っ
た
保
護
者
、
庇
詩
者
と
し
て
の
立
場
は
、
当
然
、

彼
。
文
学
的
営
為

K
ま
で
大
き
〈
影
響
す
る
と
と

K
左
る
。
彼
は
だ
だ
っ
子
を

容
認
し
包
括
す
る
立
場

K
あ
る
、
「
己
れ
を
忘
れ
た
手
前
勝
手
、
野
放
図
も
念

い
放
心
、
無
邪
気
、
天
真
悶
漫
。
」
(
「
兄
弟
」
〉
は
、
彼
の
行
為
で
は
念
〈
、

彼
は
、
、
そ
れ
を
穏
や
か
に
取
り
さ
ば
く
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
。
後
の
、
彼
の
資

質
を
論
ず
る
に
、

ζ

れ
は
忘
れ
ら
れ
ぬ
事
実
で
あ
る
。

加
一
う
る
に
、
彼

K
は
一
訟
の
問
題
が
あ
っ
た
。
「
神
経
病
時
代
」
、
「
師
崎
行
」
、

「
や
も
り
」
、
「
波
の
上
」
と
い
っ
た
彼
の
初
期
主
要
作
品
の
中
心
を
占
め
る

課
題
ほ
、
安
と
の
確
執
で
あ
る
。

ふ
と
し
た
過
失
か
ら
関
係
し
た
女
を
、
ど
ん
左
に
沼
尻
そ
う
と
し
て
も
愛
ぜ
左

ぃ
。
理
屈
で
は
、
い
か
に
-
哀
れ
に
思
い
、
い
か
に
不
問
に
思
っ
て
も
、
ど
う
し

て
も
駄
目
な
の
で
あ
る
。
一
つ
の
不
可
思
議
左
感
情
の
深
淵
を
彼
は
そ
と
に
み

る。
「
『
あ
あ
、
一
体
何
が
責
任
だ
?
』
と
彼
は
委
の
女
優
告
と
顔
の
白
粉
と
を

見
宏
が
ら
考
へ
た
。
『
俺
に
は
一
体
何
の
目
的
が
あ
る
の
だ
ら
う
?
俺
た
ち
の

家
庭
生
活
に
は
何
の
理
想
が
あ
る
の
だ
ら
う
?
そ
し
て
子
供
だ
/
』
定
士
口
は
さ

う
い
ふ
間
に
子
供
が
成
長
し
て
行
く
と
い
ふ
事
実
が
恐
ろ
し
く
な
っ
て
来
た
。

彼
は
何
か
訳
の
解
ら
な
い
空
洞
を
限
の
前
に
見
た
ゃ
う
念
気
が
し
た
。
:
:
:
」

(
「
神
経
病
時
代
」
)

「
再
び
委
に
会
ふ
の
が
苦
痛
だ
っ
た
。
赤
ん
坊
の
顔
を
見
る
の
も
苦
痛
だ
っ

た
。
此
気
持
を
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ら
う
と
思
っ
た

o
l
-
-
そ
の
〈
せ
妻
を
可

哀
さ
う
に
思
ふ
気
持
は
、
唯
募
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
可
哀
さ
う
と
云
ふ

事
が
、
僕
の
固
い
気
持
を
軟
か
に
す
る
事
と
は
、
や
は

b
全
然
別

K
働
い
て
ゐ

た
。
」
(
「
波
の
上
」
)

そ
し
て
、
次
の
よ
う

K
も
思
う
。

「
『
併
し
自
分
は
生
れ
念
が
ら

K
と
ん
な
残
酷
念
男
で
は
を
か
っ
た
ん
だ
。

自
分
は
正
直
者
だ
っ
た
の
だ
。
自
分
が
と
ん
左
風
に
残
酷
K
な
っ
た
の
は
自
介

の
罪
で
は
左
い
ん
だ
。
そ
の
大
き
左
自
分
以
上
の
存
在
が
自
分
を
と
ん
左
風
に

し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
:
:
:
』
」
(
「
師
崎
行
」
)

し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
は
、
妻
と
の
感
情
の
飽
障
を
、
そ
う
い
っ
た
「
大
友

る
存
在
」
、
そ
れ
は
遺
命
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ぬ
し
、
神
の
意
志
と
い
っ

て
い
い
か
も
し
れ
ぬ
の
だ
が
、
そ
れ

K
責
任
を
移
す
の
は
賛
成
で
き
な
い
よ
う

に
思
え
る
。
「
蒔
い
た
穏
は
自
分
で
」
と
思
う
。

彼
の
、
そ
の
間
の
倫
理
的
念
観
念
の
一
つ
は
、
「
自
由
と
責
任
と
に
つ
い
て

の
考
察
」
(
大
正
六
年
七
月
)
に
追
求
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
人
聞
の
責
任
の

問
題
に
つ
い
て
、
「
私
は
思
う
。
人
間
は
絶
対
に
自
由
で
あ
る
。
人
間
は
如
何

念
る
事
を
も
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
。
神
は
そ
れ
を
み
ん
ま
人
間

K
ゆ
る
し
て
い
ヲ
匂

神
は
神
を
呪
う
事
さ
え
も
人
間
に
ゆ
る
し
て
い
る
。

ζ

の
絶
対
自
由
を
与
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
と
そ
、
人
聞
は
責
任
を
感
じ
宏
け
れ
ば
左
ら
宏
い
の
で
あ
る
。
」

と
の
ベ
る
。
す
を
わ
ち
、
絶
対
の
自
由
を
感
ず
る
と
い
う
と
と
は
、
ま
た
、
絶

対
の
責
任
を
も
か
ん
じ
な
け
れ
ば
い
け
を
h
と
い
う
と
と
に
左
る
。
「
我
止
の

ナ
る
ま
ず
が
自
由
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
結
果
も
亦
我
h

の
上
に
当
然
帰
っ
て

来
左
け
れ
ば
左
ら
を
い
で
は
な
い
か
」
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
は
、

単
念
る
抽
象
訴
で
な
く
、
安
と
の
問
題

K
左
や
み
ぬ
き
つ
つ
、
そ
の
衣
か
で
自

分
に
き
び
し
〈
言
い
き
か
ぜ
た
モ
ラ
ル
の
と
と
ば
J

な
の
だ
。
だ
が
、
ひ
っ
き
ょ

う
、
そ
れ
は
ど
う
す
る
と
と
も
で
き
左
い
世
界
で
あ
っ
た
。
無
意
志
な
兄
に
対

n
d
 

。，U



し
て
意
見
す
る
と
、
兄
は
石
の
よ
う
に
黙

b
と
ん
で
し
ま
い
、
二
人
の
聞
に
ま

る
で
別
の
世
界
が
出
来
上
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
、
た
え
き
れ
ぬ
よ
う
念
焦
臨
時

感
を
も
た
ら
す
意
識
断
絶
の
世
界
を
、
委
の
場
合

K
は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
手

ひ
ど
〈
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
非
条
理
の
感
覚
と
い
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。
自
分
が
い
か

K
努
力
し
、
い
か

K
そ
の
全
精
力
を
傾
け
て
も
、

ど
う
に
も
な
ら
ぬ
世
界
が
あ
る
の
だ
。
彼
は
そ
れ
を
ふ
た
た
び
痛
切
に
知
ら
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
、
非
条
理
を
凸
出
さ
ぜ
た
彼
の
生
活
環
境
が
、
彼
の
成
長
過
程

に
大
き
〈
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
看
過
で
き
左
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

彼
は
酔
え
宏
い
人
間
に
念
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
左
い
か
と
思
う
。
自
己
の
感

情
や
考
え

K
対
し
て
、
簡
単
に
問
酔
で
き
左
〈
左
っ
た
の
で
は
左
い
だ
ろ
う
か
。

現
実
は
、
そ
ん
左

K
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
簡
単
に
物
事
の

結
論
を
下
ぜ
ぬ
、
も
っ
と
多
様
の
、
も
っ
と
不
可
思
詩
な
存
在
を
そ
ζ

陀
見
出

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
彼
は
自
己
の
感
情
に
が
ほ
れ
て
し
ま
う
気
持
に

も
は
や
な
れ
左
い
の
で
あ
る
。

結
局
、
二
つ
の
要
素
が
彼
の
中
に
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
父
の
限
で

み
る
と
、
甘
っ
ち
ょ
ろ
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
苦
々
し
〈
思
え
る
。
父
は

つ
ね
に
客
観
的
な
広
い
祝
野
を
も
た
ね
ば
左
ら
な
い
、
酔
っ
て
は
念
ら
な
い
の

で
あ
る
。
簡
単
な
結
斡
づ
け
は
彼
に
は
で
き
左
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
、

彼
の
、
兄
や
妻
を
過
し
て
感
じ
た
窓
識
断
絶
の
世
界
か
ら
み
れ
ば
、
現
実
は
不

可
解
に
思
え
る
。
従
っ
て
、
と
れ
ま
た
自
己
の
安
易
左
方
向
づ
け
は
、
彼
の
中

κ、
は
げ
し
い
焦
眼
感
と
た
え
ら
れ
治
ょ
う
左
嫌
悪
感
し
か
呼
び
起
乙
さ
な
い

の
で
あ
る
。
彼
は
複
限
を
も
た
ね
ば
念
ら
な
い
と
と
に
な
る
。
父
の
自
の
明
断

さ
と
、
非
常
理
の
感
覚
か
ら
発
生
す
る
方
向
探
索
の
包
と
い
っ
た
、
一
見
、
背

反
す
る
こ
つ
の
感
覚
で
あ
る
。
と
う
し
た
複
合
体
か
ら
発
生
す
る
セ
ン
チ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
排
斥
が
、
初
期
の
広
津
和
郎
の
特
色
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
左
い
だ

ろ
う
か
。

初
期
作
品
群
を
小
説
椅
図
の
上
か
ら
追
求
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ズ
ム
排
斥
の
立
場
は
、
ま
た
、
き
わ
め
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

「
村
経
病
時
代
」
、
「
師
崎
行
」
、
「
や
も
り
」
、
「
波
の
上
」
と
い
っ
た

と
の
期
の
作
品
群
を
読
ん
で
す
ぐ
に
気
づ
く
と
と
は
、
そ
れ
ら
の
作
品

K
構
成

は
あ
る
が
、
作
品
そ
の
も
の
か
ら
来
る
感
動
や
感
情
の
高
ま
り
が
乏
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
と
ろ
み
に
、
「
村
経
病
時
代
」
を
追
っ
て
み
る
と
、
そ
の
杭
成
は
笑
K
明

断
で
あ
る
。
十
章
か
ら
念
る
と
の
作
品
は
次
の
よ
う
左
科
造
を
も
っ
。

て
新
聞
社
の
話
、
二
、
友
人
の
話
、
三
、
家
庭
の
話
、
四
、
友
人
の
話
、

五
、
一

J
四
の
ま
と
め
、
:
:
:
〈
話
の
前
提
)
。
六
、
友
人
の
話
、
七
、
新
聞

社
の
話
、
八
、
友
人
の
話
、
九
、
家
庭
の
話
、
十
、
ま
と
め
、
:
:
:
(
話
の
発

展
)

0き
わ
め
て
錯
綜
す
る
内
容
と
多
く
の
問
題
を
も
っ
と
の
作
品
も
、
桔
成
は
ま

と
と
に
整
っ
て
、
そ
の
乱
れ
は
乏
し
い
。
が
し
か
し
、
主
レ
ハ
公
を
と
り
ま
く
様

h

の
人
物
の
葛
藤
は
、
ど
う
し
て
も
立
体
的
念
映
像
を
我
々
に
与
え
左
い
の
で

あ
る
。
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同
様
念
と
と
は
、
そ
の
私
小
説
作
品
群
、
「
師
崎
行
」
、
「
や
も
り
」
、

「
波
の
上
」

K
つ
い
て
も
い
え
る
。
そ
の
三
作
を
通
読
し
て
気
づ
く
ζ

と
は
、

時
間
的
推
移
が
じ
つ
に
整
然
と
し
て
い
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
あ
の
、
要
と

の
暗
い
記
憶
を
た
ど
っ
て
い
〈
と
の
作
品
群
は
、
時
間
的

K
ほ
と
ん
ど
寸
分
の

狂
い
も
を
〈
記
さ
れ
て
い
る
。
わ
ず
か

K
、
「
や
も
り
」
の
第
二
章
の
冒
頭
、



「
学
校
生
活
を
終
っ
て
一
一
一
年
目
で
は
あ
っ
た
が
、
私
は
ま
だ
世
の
中
と
い
ふ

も
の
を
よ
く
は
知
ら
宏
か
っ
た
。
学
校
を
出
た
年
の
秋
か
ら
、
翌
年
の
春
、
丁

度
、
私
が
初
め
て
此
下
宿
に
来
る
や
う
に
在
っ
た
頃
ま
で
、
半
年
ほ
ど
の
問
、

或
新
聞
社
に
つ
と
め
た
経
験
は
あ
る
が
、
(
下
略
)
」

の
個
所
が
、
じ
つ
は
「
学
校
を
出
た
翌
々
年
の
秋
(
夏
か
?
)
か
ら
、
そ
の
翌

年
の
春
」
と
一
年
ず
ら
さ
念
〈
て
は
左
ら
宏
い
と
い
う
間
違
い
が
あ
る
程
度
で

あ
る
。(

彼
の
年
譜
の
上
で
み
る
と
、
学
校
を
出
た
年
は
本
村
町
に
住
ん
で
い
て
、

そ
の
翌
年
入
営
し
、
新
聞
社

K
入
社
し
た
の
は
そ
の
後
で
あ
る
と
い
う
事
実

K

ぶ
つ
か
る
し
、
ま
た
、
と
の
作
品
の
中
で
も
、
第
三
章
の
「
つ
い
そ
の
二
年
前
、

今
速
い
海
岸

K
行
っ
て
ゐ
る
両
親
と
一
一
緒
に
、
麻
布
の
本
村
町
に
住
ん
で
ゐ
た

一
広
々
」
の
記
事
と
の
照
応
関
係
か
ら
み
て
も
、
と
れ
は
明
ら
か
に
問
遣
い
で
あ

る
。
)

ζ

れ
ら
の
こ
と
は
、
彼
の
創
作
が
き
わ
め
て
的
確
念
理
筋
の
上
に
左
り
た
っ

て
い
る
と
と
を
物
語
る
。

形
式
上
か
ら
見
た
と
れ
ら
の
作
品
を
、
そ
の
内
容
か
ら
追
求
し
て
み
る
と
、

今
一
つ
面
白
い
と
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
話
の
内
容
が
ひ
ど
〈
ス
ト
イ
y

ク

で
あ
る
と
い
う
と
と
だ
。
き
わ
め
て
内
省
的
と
い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
念
い
。

現
実
に
起
っ
た
問
題
を
す
べ
て
自
己
の
責
任
の
も
と
に
統
括
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
父
も
兄
も
妻
も
き
わ
め
て
伶
質
的
に
取
捨
さ
れ
た
形
で

記
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
書
き
た
〈
な
い
と
芳
え
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
一
一
言
も

書
い
て
い
念
い
の
で
あ
る
。
先
の
「
傷
痕
」
や
「
兄
弟
」
は
前
述
の
よ
う
に
、

ず
っ
と
後

K
舎
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
私
小
説
作
家
の
材
に
最
も
適
す
る
と
思

わ
れ
る
あ
の
乱
脈
を
き
わ
め
た
兄
の
話
が
、
初
期
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
妻
の
問
題
に
し
て
も
同
じ
と
と
が
い
え
る
。
後
、
彼
は
、

大
正
十
三
年
七
月
発
表
の
「
小
さ
い
自
転
車
」

K
委
の
悪
口
を
奔
流
の
よ
う
に

吐
き
出
し
て
い
る
が
、
と
と
で
は
そ
れ
を
見
事

K
内
省
の
壁
で
と
り
ま
い
て
い

る。
彼
は
次
の
よ
う

K
ス
ト
イ
y

ク

κ自
省
す
る
。

「
と
と
ろ
が
、
や
は
り
総
て
が
う
ま
く
行
か
左
く
な
っ
て
来
た
。
僕
の
泰
一
と

両
親
と
の
聞
が
う
ま
〈
行
か
念
か
っ
た
の
だ
。
い
や
、
と
れ
は
勿
論
両
親
の
罪

で
は
宏
い
と
思
ふ
。
叉
僕
の
委
の
罪
で
も
な
い
と
思
ふ
。
何
よ
h
y
も
い
け
左
か

っ
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
僕
だ
。
」
(
「
波
の
上
」
)

ζ

う
い
っ
た
自
省
の
背
景
に
さ
き
ほ
ど
の
保
誇
者
と
し
て
の
大
人
の
限
が
働

い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
念
か
ろ
う
か
。
責
任
者
と
し
て
、
保
護
者
と

し
て
、
破
渡
的
、
破
滅
的
行
為
は
で
き
念
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
彼
は
、
酔

え
な
い
、
歌
の
う
た
え
念
い
作
家
K
在
る
と
と
に
在
る
。
加
う
る
に
、
前
述
の

非
条
理
の
感
覚
は
、
彼
陀
現
実
と
の
断
絶
を
余
儀
念
〈
さ
ぜ
る
。
彼
は
伊
念
に

走
ら
ざ
る
を
え
を
〈
念
る
。
現
実
を
い
〈
ら
追
求
し
て
も
、
追
求
し
き
れ
ぬ
何

か
が
あ
る
、
い
く
ら
妻
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
し
き
れ
ぬ
何
か
が
あ
る
、
い

く
ら
兄
を
容
認
し
よ
う
と
し
て
も
し
き
れ
ぬ
何
か
が
あ
る
。
そ
う
い
う
感
覚
を

通
し
て
、
彼
付
、
漸
次
、
現
実
と
の
霜
離
を
肌
身
の
問
問
と
し
て
感
じ
て
い
〈

の
で
あ
る
。
現
実
が
不
可
解
で
あ
る
と
し
た
ら
、
観
念
追
求
で
物
事
を
弁
別
す

る
機
能
を
作
h
y
あ
げ
ね
ば
念
ら
念
い
。
時
と
し
て
、
そ
れ
は
虚
構
の
世
界
に
入

-D
と
ん
で
い
く
と
と

K
な
る
の
で
あ
る
が
、
彼
に
な
い
て
も
、
そ
の
傾
向
が
少

し
ず
つ
明
確
化
し
て
く
る
。
そ
れ
を
最
も
特
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、

「
村
経
病
時
代
」
や
「
死
児
を
抱
い
て
」
(
大
正
λ
年
四
月
)
で
あ
る
。
し
か

し
、
観
念
医
薬
づ
く
小
説
殺
成
は
、
作
品
構
造
を
明
夜

K
す
る
が
、
反
面
、
つ

ね
に
作
品
に
、
今
一
つ
の
迫
真
性
を
与
え
念
い
も
の
に
も
す
る
口
「
死
児
を
抱

い
て
」
は
「
師
崎
行
」
「
波
の
上
」
で
あ
つ
か
っ
た
自
分
の
、
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に
対
す
る
感
情
を
、
一
歩
退
い
て
、
女
の
立
場
か
ら
追
求
し
た
作
品
で
あ
る
が
、

と
れ
は
、
一
応
、
私
小
説
作
品
群
K
は
左
い
面
白
さ
を
保
持
し
て
い
る
・
だ
が
、

観
念
の
小
説
を
作
成
す
る
作
者
の
姿
勢
は
、
す
ぐ
K
読
者
陀
敏
感
K
反
映

L
て

〈
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
作
品
は
、
そ
れ
以
上
の
感
動
と
、
そ
れ
以
上
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
生
ま
念
い
ロ
作
矛
の
草
加
意
が
あ
ま
り
に
如
実
に
顕
示
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
彼
の
父
柳
浪
の
深
刻
小
説
の
評
価
K
も
係
わ
っ
て
く
る
も
の
で
、

面
白
い
類
似
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
と
う
い
っ
た
現
実
と
の
希
離
の
故
に
、
と
の
観
念
の
世
界
を
追
求

す
る
者
は
、
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
実
測
不
可
能
の
深
淵
に
身
を
投
じ
念
け
れ

ば
左
ら
左
〈
在
る
。
「
料
経
病
時
代
」
に
頻
出
す
ゐ
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う

形
市
上
学
的
左
内
省
ぐ
せ
は
、
そ
れ
を
顕
著
に
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
神
経
病
時
代
」
に
み
ら
れ
る
意
識
楕
造
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
委

や
兄
陀
対
す
る
無
意
識
川
的
を
非
条
恕
の
感
覚
は
、
そ
の
累
積
に
よ

b
現
'
実
の
意

識
に
改
組
さ
れ
る
o

そ
の
非
条
理
の
終
党
は
、
〈
り
返
し
体
験
す
る
と
と
に
よ

b
、
い
つ
の
ま
に
か
広
津
和
郎
自
身
の
体
質
の
一
部
K
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

現
実
認
識
の
方
法
と
し
て
、
そ
れ
は
広
津
和
郎
の
触
覚
の
一
抑
叫
に
念
る
の
い
た
。

つ
い
で
、
現
実
に
意
識
さ
れ
た
ζ

の
非
条
理
の
感
覚
は
、
さ
ら
K
自
分
の
観
念

に
対
し
て
強
力
左
発
一
言
力
を
符
る
と
い
う
と
と
に
念
る
。
す
念
わ
ち
、
非
条
理

の
認
識
が
鰐
念
K
走
ら
せ
、
観
念
の
追
求
が
、
ま
す
ま
す
非
条
理
の
認
識
を
深

め
て
い
〈
と
い
う
、
ま
と
と
K
、
合
せ
鏡
の
如
き
意
識
構
造
を
彼
は
作
h
y
あ
げ

て
い
く
と
と
に
念
る
。
か
〈
し
て
、
彼
の
意
識
の
中
に
は
、
ほ
と
ん
ど
宿
命
的

宏
観
念
の
自
転
の
世
界
が
作
成
さ
れ
て
い
〈
の
で
あ
る
。
「
神
経
病
時
代
」
の

「
何
の
た
め
」
の
追
求
は
、
そ
う
い
ヮ
た
意
識
の
世
果
を
如
実
に
物
需
っ
て
興

味
が
あ
る
。

ち
左
み
に
一
例
を
あ
げ
る
。

「
『
何
の
た
め
に
、
何
の
た
め
K
?
』
と
定
士
口
は
腹
の
中
で
考
代
た
。

ん
左
が
み
ん
な
、
意
見
を
持
っ
て
ゐ
宏
い
の
だ
。
(
中
略
)
何
が
符
ん
と
K
正

し
く
て
、
何
が
正
し
〈
左
い
か
を
実
際
は
少
し
も
知
り
は
し
な
い
の
だ
』
(
中

略
)
す
る
と
定
士
ロ
の
頭
に
急
K
鋭
い
自
己
反
省
が
キ
リ
キ
リ
と
痛
い
程
襲
っ
て

来
た
。
『
だ
が
俺
は
、
と
の
俺
は
:
:
:
』
と
彼
は
考
へ
た
。
「
俺
は
一
体
そ
れ

な
ら
何
の
意
見
を
持
っ
て
ゐ
る
の
だ
?
俺
は
一
体
ど
ん
念
生
活
を
し
て
ゐ
る
の

だ
?
』
そ
れ
は
彼
が
い
つ
も
感
じ
て
ゐ
る
阜
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
の
時
位

餅
〈
感
じ
た
亭
は
な
か
っ
た
。
彼
は
両
手
で
頭
を
押
へ
た
。
頭
が
割
れ
る
や
う

K
痛
〈
て
、
限
が
ぐ
ら
く
ら
と
し
た
。

l

」
〈
「
神
経
病
時
代
」
)

も
し
、

ζ

う
い
う
世
界
を
彼
が
彼
な
り

κ全
力
を
傾
注
し
て
追
求
し
て
い
た

ら
、
我
々
は
、
我
々
の
前
K
拡
が
る
と
の
不
可
思
諒
在
世
界
に
対
す
る
一
つ
の

突
破
口
を
得
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と

に
、
広
津
は
、
姿
と
の
問
題
が
際
婚
と
い
う
形
で
監
理
さ
れ
る
と
、
そ
の
追
求

を
中
断
し
て
し
ま
う
。
と
の
問
題
は
、
彼
に
か
い
て
、
実
に
ス
ム
ー
ス
に
回
避

さ
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
と
う
い
っ
た
意
識
の
追
求
が
、
彼
の
中
で
い
っ

切
れ
た
か
不
明
で
る
る
が
、
不
思
議
と
い
え
ば
不
思
訪
念
と
と
で
あ
る
。

と
の
回
避
の
原
因
は
何
か
を
考
え
る
の
は
、
今
の
場
令
、
さ
し
て
意
味
の
あ

る
と
と
で
左
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
牽
強
付
会
的
左
意
味
あ
い
で
追
求
す
る
な
ら

ば
、
次
の
三
点
が
、
そ
の
大
き
左
要
因
と
い
え
る
か
も
し
れ
を
い
。
一
つ
は
責

任
の
意
識
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
先
の
保
護
者
の
意
識
と
も
か
L
わ
っ
て
く
る
。

と
う
い
っ
た
世
界
の
追
求
が
、
え
て
し
て
、
意
識
の
深
み
に
は
ま
る
と
と
か
ら

起
と
る
、
ひ
よ
わ
念
観
念
の
世
界
の
信
奉
者
に
な
ち
い
り
や
す
い
の
を
、
聴
間
切

を
も
っ
て
な
る
広
津
和
郎
が
、
ど
う
し
て
看
過
す
る
ζ

と
が
あ
ろ
う
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
む
し
ろ
と
の
方
が
大
き
念
原
因
と
在
る
と
思
う
の
で

あ
る
が
、
要
と
の
現
実
の
離
別
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
限
前
の
一
容
大
き
念

ー『

み
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非
条
理
的
存
在
物
か
ら
の
回
避
を
意
味
す
る
。
ほ
と
ん
ど
体
質
化
し
た
か
に
み

え
た
非
条
理
の
感
覚
が
、
と
の
回
避
を
遇
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
、
強
烈
念
、

生
相
刊
の
聴
明
さ
と
性
格
の
強
さ
に
よ
り
う
ち
消
さ
れ
た
の
で
は
左
い
か
と
思
う
。

三
つ
に
は
、
「
わ
が
心
を
語
る
」
(
昭
和
四
年
六
月
)
の
中
の
「
抱
月
の
幽
霊
」

の
中
で
し
み
じ
み
と
彼
が
述
懐
す
る
世
界
に
も
関
係
し
て
〈
る
。
あ
の
、
抱
月

の
「
(
人
生
に
)
疲
れ
た
、
虚
無
的
左
限
の
魅
力
」
か
ら
の
脱
皮
の
思
い
、
あ

れ
ほ
ど
自
分
を
魅
了
し
た
虚
無
の
世
界
と
別
れ
ね
ば
な
ら
を
い
と
い
っ
た
思
い
、

そ
う
い
っ
た
、
意
識
改
変
の
意
識
が
、
と
と
で
も
強
〈
働
い
た
の
で
は
友
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
と
う
い
っ
た
観
念
自
転
の
世
界
の
追
求
が
我
・
々
に
生
産
的
宏
指

針
を
与
え
る
か
ど
う
か
は
、
一
応
、
さ
て
た
く
と
し
て
も
、
古
需
に
必
い
て
そ

の
世
界
を
追
求
し
た
中
島
敦
ゃ
、
さ
ら
に
は
、
あ
の
フ
ラ
ン
ッ
・
カ
フ
カ
の
「

変
身
」
や
「
城
」
の
世
界
を
、
は
し
を
く
も
私
は
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
故
に
私
は
、
広
津
の
か
〈
も
安
易
に
み
え
る
問
題
追
求
回
避
を
、
広

津
の
、
そ
の
聴
明
宏
資
質
を
思
う
に
つ
け
て
も
残
念
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
後
の
呉
邦
人
論
争
陀
な
け
る
彼
の
発
Z

一
一
口
氏
対
す
る
私
な
h
J
の
不
満
に
も
つ

な
が
る
。

四

と
う
い
っ
た
、
小
説
に
が
け
る
世
界
の
物
た
り
念
さ
が
、
評
請
の

場
と
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
少
し
異
な
っ
た
終
相
を
示
し
て
〈
る
。
彼
の
壁
め

た
感
覚
は
対
象
を
実
に
的
確
に
切
h
y
と
っ
て
い
〈
の
で
あ
る
。
父
と
し
て
の
姿

勢
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
冷
静
な
、
そ
し
て
、
物
事
を
正
し
く
見
ょ
う
と
す
る
限
は
、

彼
に
鋭
い
、
き
び
し
い
力
を
与
え
る
。
彼
の
醒
め
た
、
物
事
-
を
客
観
的
に
見
て

い
く
限

K
は
、
対
象
の
い
ろ
い
ろ
を
側
面
が
よ
〈
見
え
る
わ
け
念
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

対
象
を
客
観
的
に
位
置
づ
け
る
ζ

と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
と
れ
は
批
評
家

と
し
て
の
彼
に
す
ば
ら
し
い
機
能
を
与
え
る
と
と
に
念
る
。

彼
は
酔
え
念
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
酔
ヮ
た
も
の
を
冷
静
に
判

断
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
簡
単
陀
酔
っ
て
し
ま
う
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム

に
対
し
て
、
激
し
い
攻
撃
と
、
時
に
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
岡
山
誼
を
按
げ
か
け
た
。

「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
(
大
正
六
年
二
月
J
三
月
〉
の
中
で
の
激
し
い
ト
ル

ス
ト
イ
攻
九
日
中
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
文
の
隅
々
に
は
「
漂
ば
れ

た
人
」
の
意
誠
が
み
な
ぎ
り
、
そ
の
ま
識
で
も
っ
て
、
民
衆

K
-
F
節
介
を
一
玄
っ

た
-P、
民
衆
に
対
し
て
肢
を
た
で
た
り
、
教
訓
し
た
わ
J

し
て
、
っ
4
4
る
と
と
ろ
、

ト
ル
ス
ト
イ
は
独
断
を
ま
き
ち
ら
ず
か
に
み
え
る
。
そ
う
い
う
独
断
や
思
い
あ

が
り
が
、
広
津
に
は
た
え
ら
れ
念
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
自
己
の
思

想
に
安
易

K
問
酔
し
た
セ
ン
チ
メ

Y
タ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
激
し
い
反
発
を
か

ん
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
置
と
し
て
、
「
志
賀
直
談
論
」
(
大
正

八
年
四
月
)
を
む
く
と
し
た
ら
、
事
情
は
も
っ
と
明
確
に
念
る
だ
ろ
う
。
彼
陀

と
っ
て
、
.
志
賀
は
冷
静
な
、
冴
え
た
、
つ
ね
に
敬
意
を
払
う
べ
き
存
在
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
志
賀
直
哉
論
」

J11

つ
ま
る
と
と
ろ
、
志
賀
直
裁

を
、
今
一
三
局
次
の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
、
す
な
わ
ち
、
「
複
雑
を
通

b
越
し
て
単
純
を
求
め
る
一
穆
独
得
」
の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
し
て

批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
欲
求
。
階
段
の
さ
ら
陀
一
段
登
っ
た
も

の
と
し
て
認
知
す
ベ
昔
-
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

一
方
、
先
述
の
妻
や
兄

K
対
す
る
非
条
理
に
近
い
感
覚
段
、
彼
氏
、
先
の
間

念
の
世
界
の
哀
が
え
し
と
し
て
の
、
今
一
つ
章
-
婆
を
要
素
を
も
た
ら
す
。
す
念

わ
ち
、

ζ

う
し
た
非
条
理
陀
近
い
感
覚
を
も
っ
と
と
は
、
と
h
J
も
な
な
き
ず
、

自
己
の
信
頼
で
き
る
も
の
は
自
己
の
体
験
、
感
覚
で
し
か
を
い
と
い
う
、
素
朴

念
意
味
で
の
実
的
問
信
仰
を
呼
び
hv
と
す
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
彼
は
と
う
述
べ
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る。
「
感
情

K
は
予
定
が
つ
け
ら
れ
左
い
。
そ
の
つ
け
ら
れ
な
い
筈
の
予
定
を
、

私
は
無
理
に
つ
け
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
た
の
で
る
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
自
分
の

人
間
と
し
て
の
責
任
だ
と
思
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
」
(
「
や
も
り
」
〉

論
理
で
説
得
で
き
念
い
世
界
の
存
在
を
感
得
す
る
と
い
う
と
と
は
、
論
理
に

た
よ
っ
た
概
念
や
抽
象
の
無
力
性
を
体
得
す
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。
別
言
す

れ
ば
、
感
情
の
不
定
性
を
発
条
と
す
る
、
抽
象
化
や
概
念
化
へ
の
欲
求
が
、
そ

の
意

K
反
し
て
、
い
と
も
簡
単
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
そ
の
反
動
と
し

て
、
最
初
の
現
実
感
覚
を
と
え
た
、
よ
り
強
烈
在
実
感
が
え
h
J
ゃ
、
よ
り
根
強

い
実
感
信
仰
が
出
現
し
て
〈
る
と
い
う
と
と
に
を
る
。

彼
の
初
期
評
論
に
な
け
る
重
要
を
基
調
は
そ
と
に
あ
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
概

念
や
抽
象
ゃ
、
そ
し
て
範
鴫
を
嫌
悪
す
る
。

「
概
念
で
物
を
極
め
る
程
恐
ろ
し
い
事
は
念
い
。
」
(
「
愚
劣
左
士
口
右
衛
門

論
」
大
正
五
年
一
月
)

「
と
れ
は
非
常
に
危
時
間
で
あ
る
。

A
の
範
時
か
ら
B
の
範
時
へ
、

B
の
範
障

か
ら
C
の
範
時
へ
・
:
・
:
私
は
身
震
ひ
す
る
程
此
範
鳴
が
燥
ひ
だ
。
」
(
「
相
馬

御
風
氏
の
『
還
元
録
』
を
評
す
」
大
正
五
年
三
月
)

彼
の
ζ

の
実
感
へ
の
傾
倒
は
、
彼
の
評
論
活
動
に
な
い
て
、
き
わ
め
て
効
果

的
念
力
を
発
揮
す
る
と
と
K
念
る
。
「
作
者
の
感
想
」
〈
大
正
九
年
二
月
)
に

収
め
ら
れ
た
彼
の
初
期
評
論
の
追
求
は
そ
と
よ
タ
は
じ
め
ら
れ
左
け
れ
ば
な
ら

念
い
。
と
れ
ら
の
初
期
評
論
の
論
理
は
次
の
よ
う
に
左
る
。

ま
ず
、
彼
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
徹
底
し
て
排
斥
す
る
。
「
志
賀
直
哉

論
」
に
な
け
る
彼
の
論
述
は
す
で
に
み
た
が
、
ち
左
み
に
、
他
の
「
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ズ
ム
」
排
斥
請
を
二
、
三
例
示
し
て
み
る
。

「
|
あ
左
た
は
何
時
で
も
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
し
た
。
ぁ
念
た
は
よ
く
思
想

を
発
見
し
た
。
思
想
を
考
へ
出
し
た
。
そ
し
て
感
激
し
た
。
思
想
と
云
う
も
の

は
発
見
し
た
り
考
へ
出
し
た
り
す
る
も
の
で
は
左
〈
、
自
然
に
湧
い
て
来
左
け

れ
ば
な
ら
左
い
も
の
左
の
で
す
。
」
(
「
相
馬
御
風
氏
の
『
還
元
録
』
を
評
す
」
)

「
か
う
し
た
認
識
不
足
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
念
、
自
己
感
情
陶
酔
家
達
を
、

私
は
や
は
り
好
か
左
い
。
」
(
「
蚤
と
鶏
」
)

「
ピ
リ
、
と
舌
を
刺
す
や
う
な
芸
術
的
な
味
、
新
し
い
冷
た
さ
の
手
触
り
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
絶
無
念
の
が
快
か
っ
た
。
」
〈
「
『

回
闘
の
憂
瞥
』
の
作
者
」
大
正
七
年
十
一
月
)

そ
し
て
、
と
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
へ
の
対
置
と
し
て
、
彼
は
、
「
無
邪

気
」
(
「
相
馬
御
風
氏
の
『
還
元
録
』
を
評
す
」
)
と
か
、
「
と
ど
も
」
・
「

処
女
性
」
(
「
武
者
小
路
氏
の
『
処
女
性
』
大
正
七
年
一
月
)
と
か
、
「
は
だ

か
一
貫
」
(
「
戎
批
評
家
達
に
与
ふ
」
大
正
七
年
十
二
月
)
を
置
く
の
で
あ
る
。

簡
単
に
範
曙
や
思
想
や
概
念
に
と
ら
わ
れ
左
い
無
垢
の
感
覚
を
重
要
視
す
る
の

で
、
彼
は
そ
れ
を
実
感
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
私
が
焦
燥
が
如
何
に
人
生

K
害
が
あ
る
か
を
説
か
う
と
す
る
の
は
、
私
自

身
が
始
終
此
焦
燥
に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
此
焦
燥
が
私
の
生
命

を
害
し
て
行
〈
事
を
、
私
は
始
終
経
験
し
て
ゐ
る
。
私
は
と
の
経
験
を
説
か
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
「
如
何
な
る
点
か
ら
杜
翁
を
見
る
か
」
大
正
六
忽
七

月
)

「
武
者
小
路
氏
は
自
分
は
人
道
主
義
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
知
ら
左
い
。
併

し
自
分
は
唯
か
う
感
じ
て
ゐ
る
と
答
へ
て
、
彼
の
実
感
に
つ
い
て
の
み
語
っ
た
。

そ
の
彼
の
答
へ
た
答
へ
方
は
、
実
際
一
番
正
し
い
答
へ
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
「
或
批
評
家
逮
に
与
ふ
」
〉

こ
う
し
て
、
彼
は
実
体
か
ら
霜
離
し
た
意
設
や
観
念
の
動
き
を
激
し
い
調
子

で
詰
責
す
る
。
彼
は
形
で
左
〈
中
味
へ
入
る
と
と
を
要
請
す
る
。
大
切
左
の
は
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「
深
み
」
〈
「
相
馬
御
風
氏
の
『
還
元
母
」
を
評
す
」
)
の
感
覚
で
あ

b
、

厚
み
」
〈
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
ツ
ル
グ
ェ
ネ
フ
の
決
闘
」
大
正
五
年
一
月
〉
の

感
覚
念
の
で
あ
る
。
そ
の
と
と
は
と

b
も
を
な
さ
ず
、
明
白
左
抽
象
化
を
排
斥

し
、
物
事
を
簡
単
に
処
理
す
る
と
と
を
嫌
悪
す
る
と
と
に
も
な
る
。

「
私
は
此
人
生
の
問
題
と
云
ふ
も
の
は
、
一
つ
一
つ
に
さ
う
び
ち
り
び
ち
-P

と
解
決
を
施
し
て
行
っ
て
了
へ
る
も
の
で
は
左
い
や
う
に
思
ふ
。
」
〈
「
菊
池

寛
氏
に
答
ふ
」
大
正
八
年
五
月
)

「
ど
う
か
文
学
は
二
十
世
紀
の
簡
便
法
で
は
左
〈
、
十
九
世
紀
の
混
沌
法

(
?
)
に
・
と
ど
め
て
置
い
て
、
そ
と
か
ら
も
っ
と
遣
っ
た
遣
を
見
出
す
や
う
に

し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
」
(
「
奈
良
よ
り
」
大
正
八
年
八
月
)

そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
強
烈
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
を
領
有
で
き
た
の
で
は

左
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
の
実
感

K
よ
っ
て
、
批
評
は
か
宏
h
y
の
有
効
性

を
発
揮
す
る
。
現
実
陀
そ
う
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
、
何
よ
h
J
も
多
大
の
説
得

力
を
も
っ
、
何
よ
り
も
評
者
の
生
々
し
い
息
吹
が
曲
閉
じ
ら
れ
る
。
佐
藤
春
夫
の

「
退
屈
読
本
」
と
共

K
、
彼
の
「
作
者
の
廠
想
」
が
大
正
評
論
の
双
壁
と
称
さ

れ
る
沙
え
ん
で
も
あ
る
と
思
う
。

五

彼
の
い
ち
は
や
く
獲
得
し
た
、
大
人
の
限
と
非
条

震
の
限
を
併
有
し
た
複
践
は
、
つ
ね
に
両
刃
の
万
と
し
て
働
く
。
そ
の
限
の
故

に
、
小
説
に
沿
い
て
は
、
え
て
し
て
倫
理
的
に
念

-P、
観
念
に
走
ら
ざ
る
を
え

左
い
し
、
ま
た
、
そ
の
限
の
故
に
、
評
論
に
か
い
て
は
実
感
に
走
ら
ざ
る
を
え

な
い
q

ま
と
と
に
奇
妙
念
矛
盾
発
想
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

立
場
が
、
じ
つ
は
彼
の
厚
い
防
壁
に
念
っ
て
い
る
ζ

と
も
事
実
で
あ
る
。

作
家
と
し
て
の
彼
を
論
じ
よ
う
と
す
る
時
、
評
論
家
と
し
て
の
彼
が
我
々
の

と
も
あ
れ
、

か
〈
し
て
、

一寸

前
K
カ
1
テ

y
を
拡
げ
、
評
論
家
と
し
て
の
彼
を
街
ζ

う
と
す
る
時
は
、
作
家

で
あ
る
広
津
が
我
々
を
厚
い
幕
で
遮
る
。
評
論
家
と
し
て
の
広
津
の
冴
え
た
限

が
小
説
を
.
面
白
〈
左
い
も
の
と
し
た
と
広
津
を
補
佐
す
れ
ば
い
い
し
、
作
家
と

し
て
の
彼
の
立
場
が
、
評
論
を
厳
密
設
も
の
で
を
〈
、
も
っ
と
自
由
念
も
の
に

し
た
と
し
て
広
津
を
救
う
と
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ね
に
我
k

は
彼

K
対
し
て
何
ら
か
の
隔
靴
掻
浮
を
感
じ
る
の
だ
。

彼
の
存
在
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
側
面
に
も
防
壁
を
な
い
て
い
る
と
と
に
在
る
。

例
え
ば
、
観
念
や
構
想

k
h
u
い
て
そ
の
小
説
が
広
津
の
半
面
を
う
け
も
ち
、
実

感
や
実
体
を
み
る
と
と
に
な
い
て
は
そ
の
評
論
が
の
と

b
半
面
を
補
う
の
だ
。

そ
の
結
果
、
広
津
和
郎
の
総
体
は
、
そ
の
ど
ち
ら
へ
も
傾
斜
せ
ず
、

在
し
左
い
個
体
と
し
て
、
我
h

の
前
に
大
過
念
〈
存
在
す
る
と
い
う
と
と
に
念

る
。
広
津
の
総
体
の
重
量
は
そ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
の
大
過
念
〈
存
在
す
る
ζ

と
が
、
じ
つ
は
ま
た
、
広
時
停
に
対
し

て
、
そ
れ
以
上
の
豊
惑
を
感
ぜ
し
め
を
い
も
の
陀
も
走
る
。
も
し
く
は
、
そ
う

い
う
魅
力
を
い
存
在
と
宏
る
危
険
性
を
感
じ
さ
ぜ
る
と
と
に
念
っ
て
〈
る
の
で

あ
る
。
初
期
評
論
群
に
、
す
で
に
、
そ
う
い
う
危
険
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が

あ
る
。
例
え
ば
、
相
馬
関
風
に
対
す
る
彼
の
論
及
は
、
死
屍
を
担
う
つ
と
い
っ

た
形
の
い
わ
ず
も
が
な
の
感
を
我
々
に
与
え
る
し
、
「
武
郎
氏
の
手
紙
と
実
篤

氏
」
に
あ
る
有
島
武
郎
攻
撃
に
し
て
も
、
有
島
の
「
『
罰
し
て
存
分
に
失
敗
し

よ
う
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
』
」
と
い
う
と
と
ば
に
対
し
て
、
敏
感
に
反
応
し
て
、

「
(
そ
う
い
う
と
と
を
害
き
う
る
氏
の
心
持
は
、
氏
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
あ

る
う
が
、
)
そ
ん
左
知
識
は
人
聞
の
生
活
の
上
に
何
の
必
要
も
左
い
も
の
で
あ

る
。
」
と
簡
単
に
説
く
態
度
に
も
、
そ
の
危
険
が
み
ら
れ
る
。
有
島
の
悲
痛
を

叫
び
を
、
広
津
は
単
な
る
自
己
の
実
感
の
総
体
で
し
か
反
応
で
き
な
い
で
い
る

の
で
あ
る
。

一
応
、
偏
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広
津
は
実
体
や
実
感
を
信
仰
す
る
と
と
工
h
y
論
を
起
と
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

故
に
非
凡
ま
有
効
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
ぐ
、
今
一
つ
の
欠

陥
に
つ
念
が
る
。
す
左
わ
ち
、
広
津
の
実
感
の
射
程
外
に
位
ナ
る
問
題
に
対
し

て
は
有
効
性
を
も
た
を
い
の
で
あ
る
。
今
の
有
島
批
判
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
し
、
「
『
回
閏
の
憂
穆
』
の
作
者
」
に
む
け
る
谷
崎
潤
一
郎
批
判

も
そ
れ
に
近
い
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
む

彼
は
谷
崎
の
作
品
を
「
「
有
り
得
る
』
に
止
ま
っ
て
『
有
る
』
実
感
ま
で
来

左
い
。
」
と
い
う
。
そ
れ
は
そ
れ
念
h
y
に
卓
越
し
た
意
見
で
あ
る
だ
け
に
、
そ

れ
に
も
ま
し
て
、
そ
の
「
有
り
得
る
」
の
意
味
内
容
の
追
求
が
ほ
し
い
の
で
あ

る
。
ぞ
と
に
谷
崎
の
意
味
が
ち
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
、
広
津
の
谷
崎
詰
責
は
そ

の
と
と
の
分
析
よ
り
入
ら
ね
ば
左
ら
左
い
の
で
は
左
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

彼
は
、
そ
と
に
-P
い
て
も
、
自
分
の
実
感
の
総
体
で
し
か
対
決
し
左
い
で
い
る
。

ζ

れ
ら
の
と
と
は
、
彼
に
か
け
る
、
ロ
マ

y

・
夢
の
欠
乏
に
も
連
在
る
。
醒
め

た
限
は
夢
を
追
え
左
い
。
し
か
し
、
小
説
は
本
質
的
に
ロ
マ
ン
で
も
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
、
今
一
つ
の
側
面
と
し
て
、
彼
の
実
的
附
追
求
は
、
よ
り
以
上
の
徹
底

化
を
さ
ま
た
げ
る
と
い
う
結
果
を
も
よ
び
な
と
す
。
そ
れ
は
、
後
の
「
風
雨
強

か
る
べ
し
」
(
昭
和
八
年
八
月
J
昭
和
九
年
三
月
)
に
沿
い
て
感
じ
た
私
の
不

満
と
も
つ
念
が
っ
て
〈
る
の
だ
が
、
彼
は
実
感
を
信
ず
る
あ
ま
-
D
K
、
実
感
に

裏
切
ら
れ
る
と
い
う
皮
肉
念
結
果
さ
え
生
ず
る
気
配
が
あ
る
の
で
あ
る
。
少
し

誇
張
し
て
い
え
ば
¥
実
感
と
い
う
個
人
の
体
験
や
心
事

K
固
執
す
る
と
と
は
、

請
に
務
い
説
得
力
を
与
え
る
と
同
時
に
、
負
の
価
も
与
え
か
ね
な
い
と
い
う
と

と
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
範
時
や
概
念
を
係
う
あ
ま

b
k
実
体
や
実
感
に
訟
の

立
脚
点
を
置
〈
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
と
h
J
も
左
・
去
さ
ず
、
そ
の
実
感
を
範

時
化
す
る
と
い
う
奇
妙
な
結
果
を
も
呼
び
起
こ
す
と
と
に
ま
h
J
う
る
か
ら
で
あ

る
口
幸
い
に
し
て
、
妻
や
兄

K
対
す
る
実
体
験
は
彼
の
実
感
の
振
幅
を
大
に
し
、

あ
の
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
の
鋭
さ
を
生
ん
だ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
ま
た

一
方
、
そ
の
実
感
の
追
求
の
浅
さ
が
、
カ
ミ
ュ
論
争

K
な
け
る
甘
さ

K
速
だ
る

よ
う
念
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

同
じ
と
と
は
対
社
会
的
な
範
囲
で
も
い
え
る
。
彼
の
小
布
民
に
対
す
る
追
求

は
、
彼
の
小
市
民
と
し
て
の
実
体
験
に
支
え
ら
れ
て
強
い
も
の
を
も
つ
が
、
一

方
、
実
社
会
の
他
の
前

K
存
在
す
る
今
一
つ
強
烈
左
壁
に
対
ナ
る
認
識
の
次
乏

が
、
彼
の
有
島
批
判
の
物
た
り
を
さ
花
通
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
、
よ
り
如
実
に
物
語
る
の
が
、
あ
の
「
『
宣
言
一
つ
』
を
め

ぐ
る
論
争
」
に
な
け
る
広
津
の
的
は
ず
れ
の
反
論
で
あ
る
。

-'-
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彼
は
実
感
に
即
し
、
実
感
以
上
の
も
の
を
語
ら
念
か
っ
た
。
そ
れ
は
正
し
〈

は
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
故
の
不
満
も
感
じ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
実
感
の
射
程
・

内
で
有
効
で
あ
る
と
と
は
、
と
り
も
を
た
さ
ず
、
彼
の
実
感
の
射
程
外
の
事
物

-
K
対
す
る
無
力
性
に
も
つ
な
が
る
。
実
感
が
え
り
の
結
果
生
じ
た
、
彼
の
強
烈

な
実
感
信
仰
は
、
そ
の
評
論
の
場
で
、
如
実
に
そ
の
功
罪
を
披
露
す
る
の
で
あ

っ
た
。
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そ
の
反
面
、

父
的
視
点
を
も
っ
と
い
う
と
と
は
、
実
感
を
と
え
た
客
観
的
視

野
を
も
っ
と
い
う
ζ

と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
が
父
的
と
い
う
限
界
に
あ
る
と
と

に
よ
り
、
訟
の
ず
と
そ
の
有
効
性
の
範
囲
も
限
ら
れ
て
〈
る
。
す
な
わ
ち
、
つ

ね
に
客
観
的
視
点
に
立
ヲ
ζ

と
に
よ
り
聴
明
宏
広
い
祝
野
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
父
的
立
場
の
故
に
生
ず
る
、
ス
ト
イ
タ
ク
念
立
場
が
、
ょ

b
以
上
の
徹
底

化
を
抑
制
し
て
し
ま
う
の
で
、
つ
ま
る
と
と
ろ
、
徹
底
化
よ

b
生
ず
る
強
烈
宏

個
性
に
出
あ
わ
宏
い
と
い
う
と
と

K
も
な
る
の
だ
。

と
も
あ
れ
、

と
の
ま
と
と
陀
相
魁
し
た
形
の
矛
盾
発
想
の
下
K
、
広
津
和
郎



は
、
そ
の
認
識
構
造
の
基
点
を
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
排
斥
と
い
う
と

と
に
し
ぼ
る
の
で
あ
る
0

と
う
い
っ
た
発
想
の
悲
軸
と
在
る
も
の
と
し
て
、
彼

は
、
謙
遜
の
欠
け
た
「
自
己
感
心
」
や
、
思
想
の
誘
惑
に
訟
ぼ
れ
る
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
詰
責
を
な
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
ζ

と
が
、
初

期
の
広
津
和
郎

K
対
す
る
評
価
の
中
軸
と
も
念
る
。
す
宏
わ
ち
、
セ
ン
チ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
を
恐
れ
る
が
故
に
物
事
を
正
し
〈
冷
静
に
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
し
、

そ
の
反
.
面
、

そ
れ
に
な
ぼ
れ
ま
い
と
す
る
あ
ま
h
J
K
、

か
え
っ
て
彼
の
全
容
は

強
烈
さ
や
深
測
さ
を
喪
失
し
て
い
〈
と
い
う
と
と
に
も
宏
る
。

初
期
の
広
津
和
郎
の
評
価
は
そ
と
に
帰
一
す
る
と
い
え
よ
う
。
初
期
の
広
津

，
和
郎
は
、
そ
と
に
沿
い
て
、
そ
の
意
識
の
改
変
を
余
儀
な
〈
さ
れ
て
い
る
と
い

え
は
し
左
い
だ
ろ
う
か
。

称、
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