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第
五
に
、
彼
の
哲
学
は
「
知
行
合
一
」
の
哲
学
で
あ
っ
た
。
彼
は
書
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

勿
論
言
葉
も
文
章
で
あ
る
し
、
文
章
も
言
葉
で
あ
る
。
書
く
書
か
な
い
は
問
題
で
は
な
い
が
、

「
太
初
に
言
葉
あ
り
き
。
」
で
、
言
葉
は
神
と
偕
に
あ
り
、
言
葉
は
神
で
も
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
は
ロ

ゴ
ス
を
言
葉
と
し
た
。
問
答
は
真
剣
勝
負
で
あ
り
、
霊
魂
が
生
き
て
い
る
。
言
霊
で
あ
る
。
文
章

も
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、や
や
も
す
る
と
遊
び
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
彼
は
当
時
の
「
自
ら
徳

あ
る
者
」
と
し
、
空
論
を
弄
ぶ
詭
弁
論
者
に
対
し
て
、
「
自
ら
愚
か
な
る
者
」
と
し
、
勇
気
、
節

制
、
智
慧
、
正
義
な
ど
の
道
徳
的
実
学
を
も
っ
て
、
己
を
真
の
人
間
た
ら
し
め
、
社
会
国
家
に
礼

節
と
正
義
あ
ら
し
め
、
宇
宙
の
真
実
を
人
と
世
に
実
現
せ
し
め
ん
と
、
自
ら
そ
の
実
行
者
と
な

っ
て
、
毒
杯
を
仰
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
空
虚
な
概
念
の
遊
び
で
は
な
い
。
「
如
何
に
生
く
べ

き
か
」
の
生
命
を
か
け
て
の
「
朝
に
道
を
聞
け
ば
、
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
。
」
の
第
一
義
の
学

で
あ
り
、
真
に
人
間
と
し
て
生
き
る
為
の
学
で
あ
る
。知
る
と
は
行
う
こ
と
で
あ
り
、
行
う
こ
と

は
ま
た
知
る
こ
と
で
あ
る
。
知
っ
て
行
い
、
行
っ
て
反
省
し
、
矛
盾
を
統
一
し
て
更
に
知
を
真
に

し
、
更
に
行
い
、
ま
た
反
省
し
て
、
真
実
に
進
み
、
真
実
を
行
ぜ
ん
と
す
る
「
実
践
の
学
」
、
「
知

行
合
一
の
学
」
な
の
で
あ
る
。
彼
は
身
を
も
っ
て
こ
れ
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
を
五
つ
の
事
項
に
分
っ
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
人
格
は
融
合
統

一
さ
れ
た
生
命
で
あ
る
。
分
っ
て
は
生
命
を
失
う
。
彼
に
は
よ
り
深
く
よ
り
高
く
よ
り
広
い
世

界
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。以
上
の
私
が
五
つ
の
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
も
、彼
の
内
部
に

も
つ
世
界
の
一
部
の
相
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。然
し
、
こ
の
五
つ
の
も
の
を
も
っ
て
し
て
も
、
彼

が
西
洋
哲
学
の
淵
源
た
る
を
識
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
っ
た
「
愛
知
即
哲
学
」
こ
そ
、
真
の
哲
学

の
本
質
で
あ
る
。 

 

神
道
（
十
一
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
―

実
在―

（
一
） 

「
汝
自
ら
を
知
れ
」
ソ
ク
ラ
テ
ス 

 

第
三
、
従
っ
て
彼
は
「
教
え
る
」
の
で
な
く
、
各
自
の
陣
痛
に
よ
っ
て
美
し
く
生
み
出
さ
る
べ
き

も
の
と
し
て
、
そ
の
哲
学
を
「
助
産
術
」
と
呼
び
、
「
問
答
法
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
「
蜜
蜂
」
と
称
し

て
、
相
手
の
欠
点
を
刺
し
、
そ
の
矛
盾
を
自
覚
せ
し
め
、
各
自
の
意
識
を
吟
味
尋
問
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
否
定
し
得
ら
れ
な
い
究
極
の
徳
矛
盾
の
極
み
の
絶
対
の
統
一
の
徳
に
自
覚
せ
し
め
、
真

の
自
由
人
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
問
答
法
」
が
「
否
定
の
哲
学
」
と
な
り
、
「
弁
証

法
の
哲
学
」
の
淵
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

第
四
に
、
彼
は
自
然
学
者
の
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
理
性
を
万
物
の
運
動
の
原
因
と
し
な
が
ら

も
、
個
々
の
人
間
の
行
為
と
し
て
は
認
め
ず
、
行
為
の
原
因
を
筋
肉
や
腱
に
帰
し
た
「
機
械
的
唯

物
論
」
に
満
足
せ
ず
、
そ
れ
は
行
為
上
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
真
の
原
因
は
、
行
為
す
る
か
否
か

の
、「
自
己
」
ま
た
は
「
霊
魂
」
に
あ
る
と
し
、
財
産
、
名
声
、
物
欲
な
ど
の
自
己
の
物
と
、
真
の
自
己

と
の
別
を
知
ら
ず
、
自
己
を
自
己
の
物
に
、
霊
魂
を
肉
体
に
従
属
さ
せ
る
本
末
転
倒
せ
る
を
論

じ
て
、
人
間
の
堕
落
、
ア
テ
ネ
の
腐
敗
を
責
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
唯
物
論
に
対
し
て
唯
心
論

（
観
念
論
）
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
哲
学
は
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
闘
争
と
も
言
わ
れ

る
が
、
彼
は
そ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
外
的
な
る
自
然
か
ら
内
な
る
自
然
（
人
間
の
本
質
）

を
主
と
す
る
学
、機
械
的
唯
物
論
か
ら
弁
証
法
的
観
念
論
に
移
行
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。 
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第
四
章 

士
道
論 

 
 

   
  

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 

士 

ー 

命
、志
、道
～ 

 

境
遇
及
性
質 

抑
も
人
間
に
は
皆
与
え
ら
れ
た
「
境
遇
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

 

汝
は
何
故
に
牛
馬
と
し
て
生
れ
な
い
で
、人
間
と
し
て
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
外
国
人
と
生
れ
な
い
で
、日
本
人
と
し
て
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
他
家
に
生
れ
な
い
で
、汝
の
家
に
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
他
の
父
母
を
父
母
と
せ
ず
、
汝
の
父
母
を
父
母
と
し
て
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
男
子
（
若
し
く
は
女
子
）
と
し
て
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
長
男
（
若
し
く
は
二
三
男
）
と
し
て
生
れ
た
か
。 

 

私
は
右
の
関
係
を
概
括
し
て
「
境
遇
」
と
い
う
が
、
何
人
か
果
し
て
こ
の
与
え
ら
れ
た
境
遇
の

「
何
故
に
？
」
に
所
謂
科
学
的
に
明
確
な
解
答
を
な
し
得
る
も
の
ぞ
。 

更
に
吾
々
に
は
天
稟
の
「
性
質
」
と
い
う
不
可
思
議
の
も
の
が
あ
る
。 

 
  

汝
は
何
故
に
斯
く
の
如
き
体
質
を
有
し
て
生
れ
た
か
。 

汝
は
何
故
に
斯
く
の
如
き
性
質
を
有
っ
て
生
れ
た
か
。 

 

遺
伝
の
法
則
と
い
う
よ
う
な
模
型
的
算
式
で
之
等
を
説
明
し
尽
し
た
と
誇
り
居
る
者
は
暫

く
措
く
。
苟
く
も
之
を
自
己
直
接
の
問
題
と
し
て
深
思
す
る
時
、
果
し
て
疑
い
な
き
を
得
る
で

あ
ろ
う
か
。
吾
を
何
故
に
こ
の
「
境
遇
」
の
上
に
置
き
て
こ
の
世
に
送
り
出
せ
し
か
。
吾
に
何
故

に
こ
の
天
稟
の
「
性
質
」
を
与
え
て
此
の
世
に
生
れ
出
で
し
め
し
か
、
そ
は
思
う
こ
と
の
切
な
れ

ば
切
な
る
ほ
ど
、誠
に
魔
迦
「
不
可
思
議
」
で
あ
る
。 

楊
子
は
「
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
し
て
然
る
も
の
を
命
と
い
う
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
以
上

の
「
境
遇
」
及
「
性
質
」
の
決
定
こ
そ
は
実
に
「
命
」
な
の
で
あ
る
。
吾
々
が
此
の
世
に
呱
々
の
第

一
声
を
挙
げ
た
そ
の
時
（
厳
密
に
い
え
ば
母
胎
に
宿
り
し
そ
の
時
）
既
に
必
然
の
「
命
」
の
上
に

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
「
命
」
そ
の
も
の
と
し
て
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
生
命

は
天
命
で
あ
る
。
（
天
は
絶
対
を
意
味
す
る
。
天
命
と
は
絶
対
な
る
命
の
言
で
あ
る
。
）
従
っ
て

尊
き
必
然
で
あ
り
、
尊
き
拘
束
で
あ
る
。吾
々
は
先
ず
こ
の
「
命
」
の
必
然
を
明
確
に
自
覚
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
汝
の
境
遇
は
如
何
。
汝
の
稟
性
は
如
何
。
吾
々
は
先
ず
「
汝
自
身
を
知
る
」
こ
と
が

第
一
で
あ
る
。
熟
々
思
う
に
、
こ
の
「
命
」
は
各
人
全
く
唯
一
無
二
に
し
て
全
然
相
同
じ
き
も
の

は
決
し
て
二
つ
と
存
し
な
い
。
如
何
に
相
類
似
せ
る
二
人
の
命
と
雖
も
、
其
の
時
に
於
て
、
其
の

処
に
於
て
、
其
の
関
係
に
於
て
、
全
然
相
同
じ
き
も
の
は
決
し
て
存
し
な
い
。
全
宇
宙
を
通
じ
て

幾
千
万
億
の
人
間
が
生
る
る
も
、
吾
と
全
く
そ
の
「
命
」
を
同
じ
う
す
る
者
は
一
人
も
あ
り
得

な
い
。
斯
の
意
味
に
於
て
其
の
誕
生
に
当
っ
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
叫
び
得
る
者
、
必
ず

し
も
釈
尊
に
限
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
切
衆
生
す
べ
て
是
れ
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
で
あ
る
。

然
り
、
こ
の
命
は
、
吾
を
主
と
し
て
見
れ
ば
他
の
何
も
の
と
雖
も
、決
し
て
吾
た
り
得
ざ
る
最
勝

の
も
の
で
あ
り
、同
時
に
若
し
他
を
主
と
し
て
見
れ
ば
、
吾
如
何
に
焦
慮
し
、
如
何
に
号
泣
す
る

も
、
決
し
て
彼
た
り
得
ざ
る
天
上
天
下
唯
我
独
卑
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
最
勝
と
見
る
か
、
最

卑
と
見
る
か
は
暫
く
措
く
。
唯
吾
が
「
命
」
は
こ
の
全
宇
宙
に
唯
一
無
二
の
「
命
」
な
る
が
故
に

之
を
「
尊
」
と
い
う
。 

私
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
の
格
言
を
此
の
意
味
に
於
て
「
汝
自
身
独
尊
の
命
を
知
れ
」
の
意

に
解
す
る
。
吾
々
は
斯
く
て
我
独
有
の
命
を
確
か
に
見
つ
め
得
た
時
は
先
ず
三
界
孤
独
の
淋
し

さ
に
襲
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
亦
そ
れ
と
同
時
に
吾
独
有
の
道
の
存
す
る
を
覚
れ
ば
、
独
往
の
勇

憤
に
躍
る
。
前
を
望
み
後
を
顧
み
、
右
を
見
左
を
見
て
、
吾
と
全
然
同
じ
き
道
を
歩
み
し
者
も
、

又
歩
む
者
も
一
人
も
無
い
こ
と
を
知
る
時
、
吾
は
何
人
も
の
模
倣
も
追
従
も
出
来
ぬ
と
い
う

淋
し
み
と
共
に
、
又
全
く
新
し
き
道
を
拓
い
て
露
堂
々
と
進
む
独
往
の
悦
び
に
躍
り
得
る
。
涙

と
笑
と
同
存
す
る
緊
張
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
を
以
て
「
命
」
の
上
に
確
立
し
て
前
方
遥
か
に
望

む
時
、
其
処
に
吾
独
自
の
彼
岸
（
到
達
点
）
が
く
っ
き
り
と
現
れ
て
来
る
。
こ
の
彼
岸
こ
そ
実
に

吾
々
の
「
志
」
で
あ
る
。
実
に
士
た
る
も
の
の
生
活
の
開
眼
た
る
べ
き
尊
き
「
志
（
※
註
一
）
」
で

あ
る
。 

既
に
出
発
点
が
確
定
（
※
註
二
）
し
、
到
着
点
が
確
定
す
れ
ば
茲
に
自
ら
吾
が
独
往
邁
進
す

べ
き
走
路
が
生
じ
て
来
る
。
此
岸
よ
り
彼
岸
に
到
ら
ん
と
す
る
船
路
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
来

る
。
こ
の
人
生
の
走
路―

波
羅
密
（
到
彼
岸
）
の
船
路
こ
そ
取
り
も
直
さ
ず
其
人
の
「
道
」
で
あ

る
。 

（
※
註
一
） 

然
し
此
処
で
留
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
「
志
」
及
び
「
道
」
の
内
容
で
あ
る
。苟

く
も
「
志
」
と
い
う
以
上
、
そ
は
士
た
る
の
心
で
あ
っ
て
、
理
性
の
所
産
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
随

っ
て
其
の
「
道
」
も
亦
当
然
道
徳
的
の
も
の
た
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
志
を
立
つ
る
と
言

い
な
が
ら
、
そ
れ
が
我
執
、
我
欲
の
所
産
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
実
は
「
志
」
で
は
無
く
し

て
一
つ
の
「
欲
」
に
過
ぎ
ず
、
随
っ
て
其
れ
に
至
ら
ん
と
す
る
道
も
不
知
不
識
の
間
に
邪
道―

道

な
ら
ぬ
道―

に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
見
る
と
、
私
共
は
士
道
を
行
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
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ず
如
何
し
て
も
十
分
に
聖
賢
の
道
を
学
ん
で
心
性
を
明
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

 
（
※
註
二
） 

以
上
「
命
」
と
「
志
」
と
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
は
決
し
て
不
動
の
も
の
で
は
な

い
。
人
生
は
造
化
で
あ
っ
て
不
断
に
生
々
た
る
「
易
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
命
や
志
の
状
態

も
実
は
其
時
其
時
に
易
る
も
の
で
、
昨
の
志
は
今
の
命
と
な
り
、
今
日
の
志
は
明
日
の
命
と
な

る
と
考
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
五
十
に
し
て
四
十
九
年
の
非
な
る
を
知
る
」
日
新
の
生
活
こ
そ
、

尊
い
精
進
の
過
程
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

  

純
粋
性 

 
 

 
 

三
浦  

夏
南 

  宣
長
先
生
の
国
体
に
関
す
る
議
論
は
儒
仏
に
対
す
る
激
烈
な
批
判
か
ら
、
過
激
な
も
の
極

端
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
私
は
過
激
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
似
て
非
な
る

も
の
を
排
斥
し
、
我
が
国
の
国
体
の
純
粋
な
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
宣
長
先
生
に
大
変
な

敬
意
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。こ
れ
と
正
反
対
な
の
が
、戦
後
の
保
守
主
義
で
あ
り
、資
本
主
義
お

よ
び
民
主
主
義
に
妥
協
し
適
合
す
る
範
囲
内
で
の
日
本
精
神
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
宣

長
先
生
の
国
粋
を
尊
ぶ
真
心
と
、
漢
心
を
憎
む
烈
々
た
る
気
迫
を
思
う
と
き
、
社
会
の
現
状
に

媚
び
、自
ら
の
立
場
を
守
る
た
め
の
日
本
精
神
論
に
は
何
一
つ
魅
力
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
。 

私
は
明
治
以
後
日
本
を
表
面
に
於
い
て
豊
か
に
し
、
内
面
に
於
い
て
腐
敗
さ
せ
て
き
た
と
こ

ろ
の
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
産
物
に
妥
協
す
べ
き
で
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
西
洋
が
も
た
ら
し
た
近

代
文
明
の
お
か
げ
で
便
利
な
暮
ら
し
が
享
受
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
多
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
便
利
さ
は
無
条
件
で
我
々
の
暮
ら
し
に
便
利
を
付
加
し
た
の
で
は
な
い
。
我
々

に
と
っ
て
大
切
な
何
か
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
に
し
た
利
便
性
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の

失
っ
た
も
の
を
見
失
い
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
と
い
う

も
の
が
あ
る
が
、
人
類
が
利
便
性
を
手
に
す
る
た
め
に
し
た
無
理
は
必
ず
ど
こ
か
に
歪
を
生
み

出
し
て
い
る
。
近
代
社
会
が
生
み
出
し
た
豊
か
さ
は
誰
か
の
貧
困
を
代
償
と
し
て
で
し
か
得
る

こ
と
の
で
き
な
い
似
て
非
な
る
豊
か
さ
に
過
ぎ
な
い
。
戦
後
の
日
本
は
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
あ
る
い
は
知
ら
ず
し
て
、
近
代
社
会
生
活
の
中
に
日
本
精
神
を
表
す
と
い
う
偽
善
的
な
活

動
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
偽
善
が
生
み
出
し
た
負
の
側
面
を
肌
で
感
じ
取
っ
て
い
る
の

が
私
の
よ
う
な
平
成
生
ま
れ
の
人
間
で
あ
り
、
令
和
の
人
々
は
斯
く
の
如
き
偽
善
を
排
斥
し
新

た
な
創
造
を
行
う
時
代
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。 

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
妥
協
的
な
一
切
の
思
想
、
実
践
が
無
意
味
に
帰
す
る
時
代
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
学
校
教
育
を
日
本
の
伝
統
に
基
づ
い
た
正
し
い
教
育
に
し
よ
う
」
と
言
っ
た

よ
う
な
聞
き
古
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
何
の
意
味
も
価
値
も
持
た
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
学
校
と

い
う
近
代
が
生
み
出
し
た
画
一
的
で
無
機
的
な
教
育
機
関
自
体
の
無
価
値
が
明
確
化
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
今
の
学
校
は
良
い
か
悪
い
と
い
う
意
味
の
な
い
問
い
で
は
な
く
、
学
校
に
代
わ

る
伝
統
的
な
教
育
の
機
構
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
次
元
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

に
も
「
核
家
族
で
は
な
く
、
三
世
帯
の
家
族
に
戻
ろ
う
。
」
な
ど
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
意
味

が
な
い
。
農
本
的
共
同
体
、
血
縁
的
一
族
集
団
が
近
代
的
な
国
民
の
概
念
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ

た
為
に
三
世
帯
家
族
、
核
家
族
と
徐
々
に
分
裂
の
度
合
い
が
深
刻
化
し
た
だ
け
の
話
で
あ
る
。

核
家
族
と
三
世
帯
家
族
の
間
に
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
本
質
的
な
差
は
な
い
。
土
地
と
切
り

離
さ
れ
、
血
縁
者
の
協
働
を
失
っ
た
今
の
家
族
が
本
当
の
意
味
で
家
族
と
呼
べ
る
の
か
ど
う
か

が
そ
も
そ
も
疑
問
で
あ
る
。
一
日
中
ば
ら
ば
ら
に
生
活
し
て
い
る
血
の
つ
な
が
っ
た
他
人
が
今

の
家
族
で
は
な
い
か
。
昔
の
百
姓
の
如
く
、
共
に
耕
し
、
共
に
祭
り
、
共
に
食
し
、
共
に
戦
う
、
生

活
共
同
体
こ
そ
真
の
意
味
で
家
族
で
あ
る
。
親
は
会
社
に
、
子
供
は
学
校
に
、
祖
父
母
は
家
に

と
い
う
三
世
帯
家
族
は
そ
れ
に
比
す
れ
ば
、
血
の
つ
な
が
っ
た
他
人
で
あ
り
、
い
つ
し
か
身
も
心

も
離
れ
、
核
家
族
と
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
私
の
曽
祖
父
は
祖
父
が
少
年
の
頃
、
祖
父
が
野

球
を
し
て
い
る
と
、
「
こ
の
子
は
長
男
で
百
姓
仕
事
を
覚
え
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
い
つ
ま

で
も
野
球
で
遊
ば
せ
て
お
く
こ
と
は
出
来
ぬ
」
と
教
師
に
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
現
代
の
世
に
こ

う
い
う
親
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
子
供
は
自
分
と
と
も
に
働
き
、
共
に
生
き
る
も
の
で
あ
る

と
の
生
活
共
同
の
意
識
が
現
代
の
家
族
に
は
な
い
。す
べ
て
近
代
社
会
に
依
存
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
子
供
は
大
学
に
行
か
せ
て
好
き
な
と
こ
ろ
に
就
職
さ
せ
れ
ば
良
い
と
い
う
考
え
を
古
人
が

知
れ
ば
驚
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
に
も
上
げ
れ
ば
き
り
は
な
い
が
、
妥
協
的
発
想
に
は
意

味
も
価
値
も
な
い
、全
て
は
本
質
的
な
次
元
か
ら
発
想
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

朱
子
学
的
に
考
え
る
と
我
が
国
の
歴
史
は
王
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
考
え
方
に
宣
長
先

生
は
我
慢
が
な
ら
な
か
っ
た
。
我
が
国
の
偉
大
な
る
歩
み
を
外
国
の
目
を
持
っ
て
評
価
す
る
奴

隷
的
な
態
度
を
先
生
は
激
し
く
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。現
代
に
生
き
る
我
々
も
常
に
自
分
の

内
に
潜
む
へ
つ
ら
い
心
を
明
ら
か
に
し
、
排
除
し
、
徹
底
さ
れ
た
純
粋
な
る
や
ま
と
こ
こ
ろ
で
世

の
中
を
見
、
行
動
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

杏
奈 

  

 
 

朝
日
が
昇
る
時
間
が
早
く
な
り
、
農
作
業
に
取
り
掛
か
る
時
間
も
自
ず
と
早
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
葉
は
完
全
に
展
葉
し
夏
芽
の
収
穫
も
ぼ
ち
ぼ
ち
始
ま
り
ま
し
た
。
地

域
の
中
で
も
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
を
栽
培
し
て
い
る
方
は
多
く
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
、
ご
近
所

さ
ん
に
お
裾
分
け
す
る
と
、
非
常
に
喜
ば
れ
ま
す
。
お
礼
に
と
キ
ャ
ベ
ツ
や
白
菜
、
ス
ナ
ッ
プ
エ
ン

ド
ウ
や
柑
橘
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
さ
ん
が
作
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
新
鮮
な
作
物
を
頂
き
、
食
卓

が
季
節
の
お
野
菜
で
賑
わ
い
ま
す
。
来
月
よ
り
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
量
も
増
え
、
毎
日
の
収
穫
・

出
荷
作
業
が
始
ま
る
予
定
で
す
。
こ
ま
め
な
追
肥
と
防
除
を
行
い
、
長
い
期
間
品
質
の
良
い
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
が
収
穫
で
き
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。 

葉
ネ
ギ
に
関
し
て
は
先
月
無
事
完
成
し
た
育
苗
用
ハ
ウ
ス

の
中
で
、
さ
っ
そ
く
播
種
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
毎
月
約
百

二
十
セ
ル
ト
レ
イ
を
播
種
し
、
定
植
す
る
予
定
で
す
。
苗
を
育

て
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
な
の
で
、
お
世
話
と
い
え
ば
水
や
り

と
温
度
管
理
だ
け
で
す
が
、
無
事
に
発
芽
し
た
姿
を
見
る
ま

で
は
「
水
分
が
足
り
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
」
「
は
た
ま
た
水

を
や
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
心
配
に
な
り
ま
す
。

来
月
末
か
ら
再
来
月
に
は
、
元
気
な
苗
が
無
事
圃
場
に
植
え

ら
れ
る
よ
う
祈
っ
て
い
ま
す
。 

昨
年
の
半
分
以
下
に
面
積
を
減
ら
し
た
里
芋
も
、
マ
ル
チ

を
つ
つ
い
て
芽
を
出
し
始
め
ま
し
た
。
去
年
は
八
枚
の
圃
場
に

分
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
一
枚
の
大
き
な
畑
で
育
て
て

い
る
の
で
管
理
も
し
や
す
く
、
芽
だ
し
作
業
や
草
管
理
も
丁

寧
に
出
来
て
い
ま
す
。 

毎
日
、
一
生
懸
命
農
作
業
に
明
け
暮
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

甲
斐
あ
っ
て
か
地
域
の
方
か
ら
少
し
ず
つ
お
土
地
を
貸
し
て

頂
い
た
り
、買
っ
て
欲
し
い
と
言
っ
て
頂
い
た
り
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
長
い
間
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
事
な
お
土
地
を

受
け
継
ぐ
こ
と
は
重
責
で
も
あ
り
名
誉
な
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
後
継
者
不
足
や
高
齢
で
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

大
事
な
お
土
地
を
大
切
に
預
か
り
、
家
族
み
ん
な
で
協
力
し
、

継
承
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
家
の
近
く
で
お
借

り
し
た
一
つ
の
土
地
で
、
先
月
よ
り
春
夏
野
菜
の
家
庭
菜
園
も
始
め
て
い
ま
す
。
息
子
た
ち
も

そ
の
畑
で
熱
心
に
走
り
回
り
、
道
具
を
見
つ
け
て
は
掘
っ
た
り
引
き
ず
っ
た
り
し
て
、
見
よ
う
見

ま
ね
で
農
作
業
に
精
を
出
し
て
い
ま
す
。 

日
に
日
に
暑
さ
が
増
し
、
農
作
業
の
時
間
も
長
く
な
り
ま
す
が
身
体
を
大
切
に
し
て
毎
日

清
々
し
い
気
持
ち
で
農
業
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 
「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 
愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  

※
入
会
希
望
・
退
会
希
望
の
際
は
、
事
務
局
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 


