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元
主
義
を
動
的
過
程
の
無
限
を
以
て
一
元
化
せ
ん
と
す
る
。
其
方
法
論
的
に
完
成
せ
る
も
の

と
し
て
コ
ー
ヘ
ン
（Co

h
e
n
,1

8
4

2
-
1

9
1

8

）
の
根
源
論
理L

o
g

ik
 d

e
s
 U

rs
p

ru
n
g

s

を
挙

ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
限
定
せ
ら
れ
た
る
有
の
根
源
を
非
有
の
媒
介
に
由
っ
て
、
無
限
に

限
定
せ
ら
る
べ
く
し
て
常
に
限
定
せ
ら
れ
ざ
る
全
体
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
、
批
判
主
義
の

立
場
に
於
て
考
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
多
く
弁
証
法
に
接
近
す
る
論
理
と
い
っ
て
よ

い
。
併
し
そ
れ
は
弁
証
法
の
核
心
を
成
す
非
連
続
的
対
立
者
の
転
換
飛
躍
統
一
の
代
り
に
、

数
学
の
微
分
法
に
依
る
連
続
の
統
一
を
置
換
え
ん
と
す
る
も
の
、
弁
証
法
を
予
想
し
て
成
立

す
る
具
体
的
事
態
を
、
作
用
の
自
覚
か
ら
、
作
用
の
客
観
化
と
し
て
の
数
学
的
論
理
の
方
向

に
射
影
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
は
弁
証
法
無
く
し
て
其
最
後
の
根
柢
を
自
覚
す
る
こ
と

が
出
来
る
も
の
で
な
い
。
之
を
予
想
し
て
た
だ
所
謂
方
法
主
義
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
無
限
の

過
程
に
解
消
せ
ん
と
す
る
も
の
た
る
に
止
ま
る
。
斯
く
て
先
験
論
的
方
法
が
哲
学
の
方
法
た

る
為
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
が
一
層
明
か
に
せ
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
。 

 

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

          

天
地
の
初
発
の
と
き 

            —

西
洋
哲
学—

（
八
） 

               

反
省
的
方
法
１ 

 

二
、
認
識
批
判 

カ
ン
ト
の
先
験
論(

二) 

カ
ン
ト
は
此
論
理
を
欠
く
為
め
に
先
験
哲
学
に
最
後
の
統
一
を
与
え
る
こ
と
が
出
来

ず
、
合
目
的
性
の
根
拠
を
確
立
せ
ん
と
す
る
「
判
断
力
批
判
」
に
於
て
右
の
統
一
に
対
す

る
要
求
を
示
し
な
が
ら
、
之
を
認
識
の
立
場
に
確
立
す
る
こ
と
を
能
く
し
な
か
っ
た
。
理

性
の
自
覚
と
し
て
の
哲
学
は
遂
に
単
に
抽
象
的
な
主
観
の
自
覚
に
止
ま
り
、
主
観
に
対
立

す
る
客
観
を
媒
介
に
し
て
絶
対
的
に
自
己
を
自
覚
す
る
具
体
的
主
観
の
自
覚
に
達
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
木
落
ち
水
尽
き
千
崖
枯
る
。
廻
然
我
亦
真
吾
を
見
る
。朱
子
四
時
読

書
楽
や
、
近
江
の
海
夕
浪
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
ぬ
に
古
へ
思
ほ
ゆ
。
万
葉
集
に
み
る

よ
う
に
東
洋
日
本
に
於
て
は
は
や
く
か
ら
こ
の
境
地
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。）
是
れ
そ

の
二
元
主
義
を
超
克
す
る
能
わ
ず
体
系
に
最
後
の
統
一
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
所
以
で
あ
る
。彼
以
後
の
哲
学
が
其
処
に
発
展
の
動
機
を
も
ち
、終
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
的
哲
学
に
至
っ
て
一
応
の
完
成
に
達
し
た
の
も
其
為
め
で
あ
る
。 

然
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
も
所
謂
観
念
弁
証
法
に
と
ど
ま
り
、
理
性
の
歴
史
的
現
実

無
視
に
導
く
結
果
、
実
証
的
認
識
と
矛
盾
し
て
哲
学
の
不
信
を
誘
致
し
た
の
に
鑑
み
、
今

日
の
（
新
）
カ
ン
ト
学
派
は
飽
く
ま
で
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
的
立
場
を
維
持
し
、た
だ
其
二

元
主
義
を
動
的
過
程
の
無
限
を
以
て
一
元
化
せ
ん
と
す
る
。
其
方
法
論
的
に
完
成
せ
る

も
の
と
し
て
コ
ー
ヘ
ン
（C

o
h

e
n

,1
8

4
2

-1
9

1
8

）
の
根
源
論
理

L
o
g
ik

 
d

e
s 

U
rsp

ru
n

g
s

を
挙
ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
限
定
せ
ら
れ
た
る
有
の
根
源
を
非
有

の
媒
介
に
由
っ
て
、
無
限
に
限
定
せ
ら
る
べ
く
し
て
常
に
限
定
せ
ら
れ
ざ
る
全
体
に

求
め
ん
と
す
る
も
の
、
批
判
主
義
の
立
場
に
於
て
考
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
も

多
く
弁
証
法
に
接
近
す
る
論
理
と
い
っ
て
よ
い
。
併
し
そ
れ
は
弁
証
法
の
核
心
を
成

す
非
連
続
的
対
立
者
の
転
換
飛
躍
統
一
の
代
り
に
、
数
学
の
微
分
法
に
依
る
連
続
の

統
一
を
置
換
え
ん
と
す
る
も
の
、
弁
証
法
を
予
想
し
て
成
立
す
る
具
体
的
事
態
を
、
作

用
の
自
覚
か
ら
、
作
用
の
客
観
化
と
し
て
の
数
学
的
論
理
の
方
向
に
射
影
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
実
は
弁
証
法
無
く
し
て
其
最
後
の
根
柢
を
自
覚
す
る
こ
と
が
出
来
る

も
の
で
な
い
。
之
を
予
想
し
て
た
だ
所
謂
方
法
主
義
の
立
場
か
ら
そ
れ
を
無
限
の
過

程
に
解
消
せ
ん
と
す
る
も
の
た
る
に
止
ま
る
。
斯
く
て
先
験
論
的
方
法
が
哲
学
の
方

法
た
る
為
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
以
が
一
層
明
か
に
せ
ら
れ
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
六
章 

日
本
農
道
の
本
義 

    
 

～
第
一
節 

日
本
精
神
の
真
髄
～ 

三
、「
ひ
」
の
本
と
「
ひ
」
の
末 

 

「
ひ
」
と
は
前
述
の
如
く
、一
切
を
生
み
成
す
生
命
力
で
あ
る
。而
し
て
其
の
生
命
力
の
実
際

の
活
動
に
当
っ
て
は
、
二
つ
の
作
用
が
あ
る
。 

「
ひ
」
の
本
と
「
ひ
」
の
末 

二
つ
の
作
用
と
は
何
ぞ
や
。生
命―

―
造
化―

―

即
ち
「
ひ
」
の
は
た
ら
き
に
、
分
化
発
現
と

統
一
収
蔵
と
の
両
作
用
あ
る
こ
と
は
、
已
に
第
一
章
に
於
て
詳
述
せ
る
所
で
あ
る
が
、
即
ち
こ

の
両
作
用
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
樹
木
の
本
末
関
係
に
就
い
て
見
る
に
、
生
命
力
が

根
（
本
）
か
ら
枝
葉
の
末
に
向
っ
て
発
現
す
る
作
用
が
「
ひ
の
末
」
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
之
に
対

し
て
枝
葉
か
ら
根
（
本
）
に
向
っ
て
潜
蔵
す
る
作
用
が
「
ひ
の
本
」
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
日
本

精
神
と
は
「
ひ
の
本
」
の
心
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
そ
は
か
か
る
意
味
に
於
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、

西
洋
的
思
想
が
主
と
し
て
「
ひ
の
末
」
す
る
作
用
な
る
に
対
し
て
、
日
本
精
神
は
「
ひ
の
本
」
す

る
は
た
ら
き
に
其
の
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
然
し
日
本
精
神
は
「
ひ
の
本
」

す
る
は
た
ら
き
を
特
徴
と
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
ひ
の
末
」
の
は
た
ら
き
が
全
然
無
い
と
い
う
の

で
は
勿
論
な
い
。
若
し
「
ひ
の
本
」
の
は
た
ら
き
の
み
で
、
全
然
「
ひ
の
末
」
の
は
た
ら
き
が
無
い

と
し
た
な
ら
ば
、
か
か
る
も
の
は
已
に
造
化
の
生
け
る
生
命
よ
り
離
脱
せ
る
残
骸
の
化
石
に
過

ぎ
な
い
。
脈
々
と
し
て
波
打
つ
血
潮
の
通
う
生
け
る
日
本
精
神
た
る
以
上
、
勿
論
時
に
随
っ
て

「
ひ
の
本
」
す
る
は
た
ら
き
も
「
ひ
の
末
」
す
る
は
た
ら
き
も
あ
る
。
し
か
し
何
れ
か
と
い
え
ば
西

洋
思
想
が
「
ひ
の
末
」
の
は
た
ら
き
の
原
理
に
立
つ
に
対
し
て
、
我
が
日
本
精
神(

広
く
い
え
ば

東
洋
思
想)

は
、「
ひ
の
本
」
す
る
は
た
ら
き
を
特
徴
と
す
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。 

然
ら
ば
「
ひ
の
本
」
と
「
ひ
の
末
」
と
の
作
用
の
特
徴
を
具
体
的
に
い
え
ば
如
何
な
る
点
に
あ

る
か
。以
下
之
を
明
か
に
し
た
い
と
思
う
。 

生
命
の
作
用
が
「
ひ
の
末
」
に
向
う
に
従
っ
て
、
例
え
ば
一
本
の
幹
が
二
本
の
枝
と
な
り
、
二

本
の
枝
が
四
本
の
枝
と
な
る
と
い
う
様
に
、
次
第
に
分
裂
し
て
末
梢
化
す
る
。
之
に
対
し
て
生

命
の
作
用
が
「
ひ
の
本
」
に
向
う
に
従
っ
て
、
例
え
ば
四
本
の
枝
が
二
本
と
な
り
、
二
本
の
枝
が

一
本
の
幹
と
な
る
様
に
、
次
第
に
総
合
せ
ら
れ
て
本
に
復
っ
て
来
る
。
此
の
分
裂
と
、
総
合
と
は

実
に
「
ひ
の
末
」
作
用
と
「
ひ
の
本
」
作
用
と
の
原
理
的
差
異
点
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
を
更
に

人
間
的
生
活
の
原
理
と
し
て
考
察
す
れ
ば
、「
ひ
の
末
」
作
用
は
分
裂
す
る
が
故
に
、当
然
自
他

の
対
立
を
生
じ
、
他
に
対
し
て
自
を
主
張
せ
ん
と
し
て
我
執
を
生
じ
て
、
其
の
結
果
は
亦
当
然

極
端
な
る
排
他
主
義
と
な
る
。我
執
排
他
は
「
ひ
の
末
」
作
用
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
「
ひ
の
本
」
作
用
は
、
譬
え
ば
犀
（
さ
い
）
と
千
曲
の
両
川
が
合
流
し
て
信
濃

川
に
な
っ
て
了
え
ば
、
も
は
や
犀
川
と
千
曲
川
と
の
区
別
が
無
く
な
っ
て
了
う
と
同
様
に
、自
他

彼
此
の
対
立
が
無
く
な
っ
て
了
う
。換
言
す
れ
ば
没
我
を
其
の
特
徴
と
す
る
。没
我
と
は
、
よ
り

大
い
な
る
も
の
（
大
我
）
の
為
に
、
対
立
的
な
る
小
我
を
捧
げ
尽
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。

此
の
没
我
奉
仕
こ
そ
、実
に
「
ひ
の
本
」
精
神
の
真
髄
で
あ
る
。 

以
上
「
ひ
の
本
」
原
理
と
「
ひ
の
末
」
原
理
と
の
要
点
を
表
記
す
れ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。 

「
ひ
の
末
」   

「
ひ
の
本
」 

分
裂      

総
合
（
大
和
） 

 

我
執
・排
他   

没
我
・奉
仕 
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便
利
さ
が
奪
っ
た
も
の   

                        

三
浦 

夏
南 

   

今
月
は
代
か
き
、
田
植
え
に
忙
し
い1

ヵ
月
で
あ
っ
た
が
、人
手
不
足
の
現
代
農
業
は
、少
な

い
人
数
で
大
き
な
面
積
を
管
理
す
る
必
要
か
ら
、
ど
う
し
て
も
機
械
に
ば
か
り
頼
る
農
業
か
ら

離
れ
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
か
つ
て
は
一
家
族
五
反
以
内
と
い
う
小
規
模
農

業
が
当
た
り
前
だ
っ
た
時
代
か
ら
、今
で
は
一
人
が
機
械
を
駆
使
し
て
何
町
歩
も
耕
作
す
る
の

が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
数
町
ど
こ
ろ
か
何
十
町
も
の
面
積
を
一
人
で
耕
し
て
い
る
農
家

も
少
な
く
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。三
反
百
姓
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
時
代
が
懐
か
し
い
ぐ
ら
い

で
あ
る
。 

 

最
近
の
機
械
化
の
完
備
し
た
米
農
家
は
土
に
触
ら
な
い
と
言
っ
た
り
す
る
が
、本
当
に
そ
の
通

り
で
、
稲
作
ほ
ど
機
械
が
進
展
し
て
い
る
作
物
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
苗
立
て
か
ら
耕
耘
、
代

か
き
、
田
植
え
ま
で
何
か
ら
何
ま
で
機
械
作
業
で
あ
る
。便
利
に
な
っ
て
仕
事
が
楽
に
な
っ
た
か

ら
良
い
じ
ゃ
な
い
か
と
、
農
の
世
界
を
外
か
ら
眺
め
て
い
る
人
は
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際

に
農
業
を
現
場
で
や
っ
て
み
る
と
、機
械
作
業
に
よ
る
便
利
さ
が
農
の
世
界
か
ら
奪
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
の
大
き
さ
に
愕
然
と
す
る
。 

 

表
面
的
に
は
楽
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
楽
に
な
っ
た
の
は
肉
体
を
動
か
す
労
力
が
表
面

的
に
な
く
な
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
し
ん
ど
さ
は
精
神
的
な
疲
れ
へ
と
転
化
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

効
率
や
時
間
に
追
わ
れ
な
が
ら
、
今
日
の
ノ
ル
マ
を
単
純
な
機
械
作
業
の
中
で
こ
な
し
て
行
く

こ
と
は
、
機
械
作
業
が
単
調
で
あ
る
だ
け
に
苦
痛
で
あ
る
。
さ
ら
に
我
々
の
よ
う
な
中
山
間
地

域
で
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
田
植
え
機
で
の
出
入
り
や
、
畦
際
で
の
ハ
ン
ド
ル
の
取
り
回
し
は
、や
や

も
す
る
と
高
所
か
ら
の
落
下
に
繋
が
り
、
少
し
の
運
転
ミ
ス
が
大
き
な
事
故
に
も
繋
が
る
。
単

調
な
機
械
作
業
と
、
少
し
の
ミ
ス
が
命
に
繋
が
る
状
況
が
交
互
に
や
っ
て
く
る
の
で
、機
械
作
業

を
一
日
終
え
た
後
に
は
、
精
神
的
な
疲
れ
が
ど
っ
と
出
る
も
の
で
あ
る
。
肉
体
的
に
楽
と
い
っ
て

い
る
の
も
、
外
面
的
に
そ
う
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
一
日
中
緊
張
感
の
あ
る
中
で
の
運
転
は

意
外
に
も
大
き
な
疲
れ
に
な
っ
て
い
る
。
農
家
が
運
動
不
足
に
よ
る
体
調
不
良
に
陥
り
易
い
の

も
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
。 

 

面
積
管
理
の
為
の
機
械
農
業
の
一
方
で
、我
々
は
自
給
自
足
の
農
業
も
進
め
て
い
る
が
、
鍬
を

使
っ
た
昔
な
が
ら
の
農
業
は
、進
ん
で
行
く
時
間
の
感
覚
と
言
い
、
体
の
ほ
ど
良
い
疲
れ
と
言
い
、

時
間
を
忘
れ
て
農
作
業
に
没
頭
し
、
ほ
ど
よ
い
肉
体
的
疲
労
感
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま

さ
に
今
生
き
て
い
く
為
に
働
い
て
い
る
と
い
う
実
感
を
最
も
得
易
い
農
業
で
あ
る
。騒
が
し
い
機

械
音
も
な
い
の
で
、
鳥
の
さ
え
ず
り
や
虫
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
た
り
、
家
族
で
何
気
な
い
会
話

を
し
な
が
ら
進
め
る
こ
と
の
出
来
る
農
作
業
は
大
変
楽
し
い
も
の
で
あ
る
。機
械
の
農
業
を
体

験
し
て
い
る
分
、
こ
の
農
業
こ
そ
真
実
の
農
業
で
あ
り
、
人
に
生
き
る
生
き
が
い
を
与
え
る
正

し
い
仕
事
の
や
り
方
で
あ
る
こ
と
が
、
身
に
沁
み
て
分
か
っ
て
く
る
。 

 

こ
の
世
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
が
あ
り
、
機
械
に
よ
り
効
率
化
さ
れ
利
便
化
さ
れ
た

仕
事
の
背
景
に
は
必
ず
失
っ
た
何
か
が
あ
る
。無
条
件
的
に
農
業
が
楽
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
表
面
的
な
発
展
の
裏
で
失
わ
れ
て
い
る
本
来
の
農
業
の
働
き
甲
斐
こ
そ
、
古
の
人
が
最

も
大
事
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
機
械
農
業
と
昔
な
が
ら
の
農
業
と
を

ど
ち
ら
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
。
そ
の
実
感
を
基
に
本
来
の
農
業
に

回
帰
し
て
行
け
る
よ
う
頑
張
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
改
め
て
思
う
こ
と
が
出
来
た
今
回
の
田
植
え

と
な
っ
た
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                 

       

三
浦 

美
恵   

 
暖
か
く
な
り
、
日
中
は
す
で
に
夏
を
彷
彿
と
さ
せ
る
暑
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
五
月
は
、
田
お
こ
し
、
肥
料
散
布
、
代
か
き
と
準
備
し
て
き
た
圃
場
で
つ
い
に
田
植
え
を

行
い
ま
し
た
。
今
年
は
昨
年
よ
り
も
丁
寧
な
お
米
栽
培
を
心
が
け
て
お
り
、
ま
た
面
積
も
拡
大

し
た
た
め
、
全
て
の
作
業
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。地
元
の
先
輩
農
家
さ
ん
と
協
力
し
て
、男
手

四
人
が
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
一
週
間
か
け
て
代
か
き
を
し
、
田
植
え
を
行
い
、 

無
事
機
械
作

業
で
の
田
植
え
を
終
え
る
Ｐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
回
の
大
規
模
米
栽
培
は
、
経
営
戦
略
の
た
め
と
は
い
え
ほ
ぼ
全
て
機
械
作
業
。
主
人
も
書

い
て
い
る
よ
う
に
、
田
起
こ
し
、
肥
料
散
布
、
代
掻
き
、
田
植
え
、
ど
れ
も
一
人
で
黙
々
と
機
械
を

動
か
し
て
い
く
も
の
で
す
。
新
た
な
大
型
機
械
を
導
入
す
る
た
び
に
日
本
の
古
き
良
き
家
族
農

業
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
感
じ
、改
め
て
家
族
で
行
う
手
作
業
で
の
農
作
業
の
時
間
を
大
切
に
し

よ
う
と
家
族
会
議
を
行
い
ま
し
た 

 

ま
ず
は
家
族
全
員
で
鍬
を
も
っ
て
畑
に
集
ま
り
、
子
ど

も
達
も
一
緒
に
手
で
苗
床
を
立
て
て
い
き
ま
す
。
そ
の

後
は
手
で
種
を
播
き
、
水
を
や
り
、
畑
の
畦
で
刈
っ
た
草

や
、
万
葉
苑
清
掃
の
際
に
宮
内
さ
ん
か
ら
頂
い
た
手
作

り
の
バ
ー
ク
堆
肥
を
上
か
ら
被
せ
て
い
き
ま
す
。最
後
に

子
ど
も
達
の
木
の
立
札
を
立
て
て
田
植
え
の
準
備
を
終

え
ま
し
た
。
機
械
で
の
お
米
栽
培
を
先
に
体
験
し
た
か

ら
こ
そ
、
手
作
業
で
行
う
家
族
農
業
の
重
要
性
を
切
に

感
じ
ま
し
た
。
今
後
は
育
っ
た
苗
を
家
族
み
ん
な
、手
で

一
本
一
本
植
え
て
い
く
予
定
で
す
。
ま
た
、
ト
ラ
ク
タ
ー

の
清
掃
や
田
ん
ぼ
の
機
械
作
業
が
出
来
な
い
端
を
鍬
で

耕
し
た
り
し
て
、
子
供
達
も
で
き
る
だ
け
田
ん
ぼ
で
一

緒
に
お
仕
事
を
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
他
に
今
月
の
三
浦
家
で
大
き
な
出
来
事
は
、
馬
が
来
た
こ
と
で
す
。馬
耕
の
た
め
に
静
岡

の
乗
馬
ク
ラ
ブ
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
連
れ
て
き
て
も
ら
い
、知
り
合
い
の
馬
小
屋
を
使
わ
せ
て
も
ら

っ
て 

飼
い
始
め
ま
し
た
。
今
は
朝
夕
の
餌
や
り
と
散
歩

が
大
き
な
仕
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。す
ぐ
に
田
畑
を

耕
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
ま
ず
は
慣
れ
親
し

み
、徐
々
に
一
馬
力
と
し
て
活
躍
し
て
ほ
し
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

暖
か
く
な
っ
て
き
て
、
草
の
勢
い
が
日
に
日
に
ま

し
、
先
日
草
刈
り
を
し
た
場
所
か
ら
す
ぐ
に
草
が

伸
び
、
草
と
の
追
い
か
け
っ
こ
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

昨
年
ま
で
は
た
だ
刈
る
だ
け
だ
っ
た
草
で
す
が
、

鶏
や
馬
へ
の
餌
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
少
し
ず
つ
三
浦
家
内
で
循
環
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。で
き
る
だ
け
自
給
が
し
や
す
い
も
の
、
作
り
や
す
い
も
の
を
食
べ
て

生
活
し
よ
う
と
、
食
卓
も
常
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
完
全
自
給
に
は
到
達
で
き
て
い

ま
せ
ん
が
、
子
供
達
と
一
緒
に
日
進
月
歩
で
毎
日
研
究
と
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。 

私
が
少
し
早
め
に
昼
ご
飯
準
備
に
戻
り
料
理
を
し
て
い
る
と
、
子
ど
も
達
は
汗
だ
く
に
な
っ

て
お
仕
事
を
し
、程
よ
い
疲
れ
と
満
足
そ
う
な
顔
で
家
に
戻
っ
て
き
ま
す
。そ
の
表
情
を
見
る
と
、

家
族
で
農
業
を
本
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
幸
せ
、
当
然
さ
を
確
信
し
ま
す
。お
天
道
様
に
感
謝

し
、今
日
も
家
族
で
農
業
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
今
後
の
予
定 

    

勉
強
会
：
六
月
十
日
（
土
）
十
九
時
～ 

    
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
事
務
局
（
西
条
市
上
市
甲
七
二
〇
ー
一
） 

    

※
参
加
さ
れ
る
方
は
事
前
に
（08

0
-
2

9
8

6
-
0

8
5

6

）
ま
で
ご
連
絡
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
口
座 

愛
媛
銀
行 

普
通
預
金 

本
町
支
店 

口
座
番
号 

六
一
四
二
七
三
五 

『
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
』 

 


