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智

議

の

投

影

メ』-, 

道

友

信

一
、
植
物
園
に
於
け
る
序
章

み
ど
り

「
我
が
民
、
木
に
む
か
い
て
事
を
と
う
♂
と
ホ
セ
ア
は
異
教
の
樹
木
崇
拝
に
汚
さ
れ
て
ゆ
く
民
を
責
め
な
が
ら
も
、
「
我
れ
は
蒼
翠
の
杉

の
ご
と
し
よ
と
い
う
ヤ
ハ
ク
エ
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。

天
そ
そ
り
立
つ
木
を
見
る
こ
と
は
、

花
の
色
香
の
速
く
及
ば
ぬ
垂
直
の
気

晶
、
常
識
の
射
程
の
彼
方
に
結
晶
し
て
い
る
神
の
気
を
想
わ
す
。
高
貴
な
智
慧
が
樹
に
響
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
我
々
は
系
統
づ
け

ら
れ
た
植
物
園
の
遊
歩
道
の
ま
ひ
る
ま
に
立
っ
て
い
た
。

朝
影
は
、
記
念
碑
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
ふ
近
世
は
そ
う
い
う
白
日
の
植
物
園
を
幾
つ
設
計
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
ぐ
ろ
に
伸
び

か
た
ち

て
ゆ
く
筈
の
樹
が
、
色
々
の
山
林
か
ら
運
び
と
ま
れ
て
い
る
。
智
慧
を
尊
ぶ
人
類
の
あ
こ
が
れ
の
象
で
あ
っ
た
。
遊
歩
道
に
い
る
と
、
そ

ハ
も
う
既
に
、
石
柱
の
森
の
冷
え
た
騎
の
幽
け
さ
の
中
に
埋
め
く
実
洩
れ
日
の

れ
ら
の
木
々
が
落
と
す
影
が
よ
く
見
え
る
。
木
々
は
石
程
に
一
律
で
は
な
か
っ
た
代
り
に
、
根
ば
か
り
下
ろ
し
て
表
情
も
疲
か
れ
、
枝
を

水
平
に
個
別
わ
せ
た
影
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
老
表
現
象
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
造
園
技
師
は
そ
の
対
策
と
し
て
計
量
性
の
使
用
を
企
て
た
。

一
切
の
樹
木
に
は
定
年
制
が
施
行
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
甚
だ
賢
明
で
あ
る
。

こ
う
す
れ
ば
、

マ
イ
ヤ
l
が
グ
ユ
ル
ツ
プ
ル
グ
の
植

智

慧

の

投

影

二
五
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智

禁

の

投

影

五
回

物
園
を
荒
廃
さ
せ
た
の
を
防
げ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
代
り
、
ク
H
ノ
ン
グ
ナ
ー
も
グ
ィ
ラ
モ
グ
ィ

γ
ツ
・
メ
レ
シ
ド
ル
フ
を
仰

ぎ
見
え
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、

一
見
、
甚
だ
公
平
で
あ
る
。
だ
が
、
老
衰
現
象
は
こ
の
場
合
生
理
的
年
齢
の
問
題
で

は
な
く
、
全
く
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
計
量
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
か
。

ヘ
ル
ダ
l
p
y
は
既
に
壮
年
に
し
て
薄
暮
の
中
へ
衰
え

我
々
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
愚
か
し
い
言
葉
が
本
当
に
な
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
も
は
や
、

て
ゆ
く
。
質
の
判
定
の
不
可
能
を
宣
言
し
、
量
を
以
て
規
準
と
す
る
と
い
う
謙
遜
な
植
物
閣
が
大
学
に
等
置
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、

「
樹
木
は
私
を
教
え
は
し
な
い
。
」

と
に
か
く
、

周
辺
重
三
は
六
十
三
を
生
き
た
が
ゆ
え
に
、

九
州
大
学
か
ら
追
放
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
一
九
五
九
年
三
月
の
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
世
早
ジ
ャ
ン
パ
ー
と
下
駄
履
き
の
講
義
姿
は
私
の
最
も
忌
む
所
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
哲
学
的
精
神
は
、

日
本
の
現
代
の
哲
学

者
の
中
で
は
、
故
人
と
な
っ
た
西
国
幾
多
郎
、
池
上
鎌
三
の
そ
れ
と
と
も
に
、
或
い
は
恐
ら
く
そ
れ
以
上
に
、
私
の
尊
敬
し
て
止
ま
な
い

高
遇
鋭
利
な
冴
え
方
で
あ
る
。
人
聞
の
温
か
さ
と
論
理
の
苛
酷
を
兼
ね
そ
な
え
た
奇
妙
な
風
貌
に
は
、
既
に
一
つ
の
品
格
が
あ
っ
て
、
独

房
生
活
の
ご
と
き
そ
の
研
究
室
に
は
、
九
州
大
学
の
心
の
故
郷
の
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
そ
の
深
い
味
わ
い
の
形
而
上
学
的
な
講
義
も
、
謙

虚
と
自
信
の
共
在
す
る
談
就
風
発
も
、

今
こ
こ
で
は
人
々
の
記
憶
に
生
き
、

た
と
い
導
き
の
力
を
果
た
し
て
い
よ
う
と
も
、

現
に
触
れ

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ま
し
て
、
そ
の
人
は
書
く
こ
と
に
は
怠
惰
な
程
不
精
で
あ
っ
て
、

一
冊
の
著
書
も
今
の
所
は
な
い
し
、
現
わ
れ

る
気
配
も
な
い
。
そ
れ
は
ケ
l
ペ
ル
の
伝
統
で
も
あ
ろ
う
か
、
伊
藤
吉
之
助
も
そ
れ
に
類
し
て
筆
を
執
る
所
稀
で
ら
っ
た
が
、

田
辺
重
三

に
於
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
通
う
筋
金
で
も
あ
っ
た
。
自
ら
を
敢
え
て
プ
ラ
ト
シ
や
ク
セ
ノ
ポ
シ
に
擬
そ
う
と
の

思
い
は
な
い
、
も
と
私
は
そ
の
人
の
弟
子
で
は
な
か
っ
た
、
け
れ
ど
も
、
九
大
の
中
に
い
た
日
本
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
偲
ぶ
よ
す
が
に
、
そ

の
片
言
隻
句
を
記
銘
註
釈
し
、
以
て
記
念
論
文
集
の
末
座
に
在
ろ
う
と
お
も
う
。
大
樹
の
地
面
へ
の
投
影
を
色
な
き
ま
ま
に
写
し
と
っ
た



灰
色
の
文
章
で
あ
る
。
敬
愛
す
る
先
生
を
汚
す
こ
と
を
懐
れ
る
が
、
噂
の
風
の
漂
い
に
任
せ
ず
、
言
論
の
形
に
結
晶
さ
せ
よ
う
と
の
企
て

を
、
先
進
同
僚
の
諸
賢
幸
い
に
認
め
ら
れ
た
い
と
希
う
。
け
だ
し
、

h
q
q
a

よ
り
vrひ

4a
を
重
ん
じ
て
こ
そ
、
学
の
正
統
に
立
つ
も
の

で
は
な
い
か
。

(1) 

ホ
セ
ア
書
四
・
十
二

ω
ホ
セ
ア
番
十
四
・
八
・
杉
と
訳
せ
る
は
関
根
正
雄
に
従
う
。

「
旧
約
に
お
け
る
神
の
独
一
性
」
一
七
頁
参
照

(4) (3) 

私
は
乙
乙
に
ゴ
チ
ッ
ク
の
教
会
を
考
え
て
い
る
。

プ
ラ
ト
ン
・
パ
イ
ド
ロ
ス
二
三
O
D
、
藤
沢
令
夫
訳
一
二
二
頁
参
照

二

、

葉

さ

や

ぎ

の

影

樹
木
は
夕
方
そ
の
影
に
疲
れ
た
一
人
を
入
れ
て
葉
さ
や
ぐ
。
芳
ぐ
わ
し
い
茶
と
古
陶
の
渋
い
光
沢
。

9持

来

来

研
究
法
に
つ
い
て

「
先
日
も
森
君
の
デ
カ
ル
ト
を
読
ん
で
み
て
、
勉
強
家
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
ね
、
本
を
縦
に
読
ま
な
い
で
す
ね
。
こ
の
頃
の

人
は
、
み
ん
な
、
本
を
寝
か
せ
て
横
に
読
ん
で
る
。
あ
れ
じ
ゃ
、
わ
た
し
ゃ
、
い
か
ん
と
お
も
い
ま
す
よ
。
」

註
釈
の
次
元
に
降
り
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
柄
は
明
確
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

、‘，，唱A，E‘、

ソ
ル
ボ
シ
ヌ
大
学
東
洋
語
学
校
講
師
の
森
有
正
、
既
に
東
大
助
教
授
時
代
か
ら
デ
カ
ル
ト
研
究
に
関
し
て
は
日
本
に
於
け
る
一
方

智

慧

の

投

影

二
五
五



智

慈

の

投

影

二
五
六

の
旗
頭
で
あ
っ
た
。
パ
リ
に
於
け
る
森
有
正
の
研
究
精
進
の
厳
し
さ
は
私
の
尊
敬
す
る
所
で
あ
る
。
問
題
の
書
物
は
、
そ
の
「
デ
カ
ル
ト

研
究
」

〈
一
九
五

O
年
、
東
大
出
版
部
〉
で
あ
る
。

ω及
び
ゅ
は
一
一
緒
に
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
縦
に
読
む
と
は
恐
ら
く
、
与
え
ら
れ
た
原
典
の
一
行
々
々
を
、
深
く
掘
り
下
げ
て

そ
の
中
に
没
頭
す
る
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
を
通
し
て
原
典
の
指
す
高
い
意
味
の
次
元
に
登
る
と
と
、
と
い
う
こ
の
二
つ
の
垂
直
性
を
巧
み

に
か
け
て
い
る
と
と
も
に
、
更
に
、
本
を
両
手
で
立
て
て
、
居
ず
ま
い
を
正
し
て
読
む
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
何
か
そ
の
書
以
外
の
権
威

を
借
り
る
た
め
に
、
手
を
空
け
て
原
典
を
倒
す
こ
と
、
何
か
を
そ
の
原
典
に
書
き
加
え
よ
う
と
い
う
邪
念
で
ペ
シ
を
片
手
に
そ
の
書
を
倒

す
こ
と
、
そ
れ
ら
は
本
を
寝
か
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
参
考
文
献
や
辞
書
を
利
用
す
る
な
と
の
謂
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
知
識

を
踏
ま
え
て
も
、
最
後
は
清
潔
に
原
典
に
可
能
な
垂
直
線
合
私
が
辿
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
を
縦
に
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
パ
H
ノ
と
ミ
ェ
ン
ヘ
シ
で
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
未
だ
五
十
に
居
か
ぬ
若
々
し
い
碩
学
、
私
の
第
一
の
親
友
デ
ク
の
、
原
典
以
外
の
い
か

な
る
書
物
も
置
か
な
い
高
潔
純
粋
の
気
風
が
あ
っ
た

ν
ュワ
l
ピ
シ
グ
の
貧
し
い
唯
一
聞
の
住
居
を
想
い
出
す
。

ホ
メ
ロ
ス
に
於
い
て
は
ま
6
4
E

〈
立
て
る
〉
こ
そ
が

ghhs
（
創
造
す
る
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
人
々
も
あ

ろ
う
か
。

本
を
横
に
寝
か
し
て
読
む
風
潮
、
即
ち
水
平
的
考
証
は
、
も
と
よ
り
そ
の
類
例
を
往
古
に
求
め
る
の
は
た
や
す
い
が
、
最
近
の
哲
学
界

で
は
、
所
謂
自
称
フ
ィ
ロ
ロ

l
グ
に
典
型
化
せ
ら
れ
る
文
献
学
者
や
、
著
者
そ
の
人
よ
り
も
著
書
を
深
く
了
解
し
よ
う
と
自
負
す
る
解
釈

学
派
な
ど
、
現
代
の
流
行
病
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

殊
に
、

徒
ら
に
名
を
立
て
る
を
急
ぐ
徒
輩
が
、

大
き
な
正
統
的
な
問
題
を
避
け

て
、
敢
え
て
些
事
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
学
位
を
得
ょ
う
と
す
る
時
、
最
も
好
ん
で
採
る
方
法
が
是
れ
で
あ
る
。



ω「
ま
る
で
、
こ
う
い
う
末
節
を
知
ら
な
く
ち
ゃ
書
い
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
ん
と
で
も
言
う
よ
う
に
思
っ
て
い
る
ら
し
い
の
が
、
い

か
ん
の
で
す
よ
。
」
日
記
、
断
章
、

に
至
る
ま
で
そ
の
全
著
作
を
読
破
し
て
整
合
的
に
解
釈
し
な
く
て
は
と
い
う
尤
も
ら
し
い
横
這
い
の

主
張
が
、
実
は
自
ら
の
ス
ケ
ー
ル
を
小
さ
く
し
て
、
事
象
そ
の
も
の
を
扱
う
哲
学
か
ら
離
し
て
ゆ
く
。
森
有
正
の
「
デ
カ
ル
ト
研
究
」
は

く
だ
ら
な
い
意
図
の
な
い
学
問
性
の
高
い
書
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
し
も
一
語
を
以
て
却
け
る
回
辺
重
三
の
潔
癖
な
思
惟
と
は
、
そ
れ
な

ら
ば
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

舎長

＊ 

号告

存
在
に
つ
い
て

「
存
在
と
言
え
ば
、
そ
こ
ら
辺
の
小
石
だ
っ
て
存
在
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

が
、
も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
存
在
だ
っ
て
事
は
、
こ
り
や
確
か
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
。
自
に
見
え
な
い
な
ん
て
事
は
、
ど
う
で
も
い
い

こ
と
で
す
も
ん
ね
。
だ
か
ら
、
神
っ
て
も
の
は
あ
っ
て
、
そ
り
ゃ
存
在
そ
の
も
の
っ
て
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
ど
う
言
い
ま
し
ょ
う
か
、

全
く
純
粋
で
物
質
と
は
全
然
ち
が
う
も
の
で
す
ご

そ
れ
よ
り
か
、

ど
う
も
人
格
っ
て
も
の
の
方

こ
れ
は
一
九
五
九
年
秋
の
西
日
本
哲
学
会
最
終
日
自
由
を
め
ぐ
る

ν
ュ
ム
ポ
ジ
ヲ
ム
に
於
い
て
、
司
会
者
津
間
剛
の
誘
い
に
応
じ
て
語

っ
た
も
の
、
証
人
は
多
く
銘
記
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

、‘，，咽A’z‘、

人
格
を
器
質
的
な
も
の
の
機
能
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
医
学
者
で
さ
え
鴎
賭
す
る
。
こ
の
一
事
を
誤
れ
ば
私
の
人
格
が
強

損
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
強
い
ら
れ
る
事
態
に
直
面
し
な
か
っ
た
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
格
は
疑
う
こ
と
な

く
存
在
の
一
つ
の
単
位
で
あ
る
。
小
石
を
く
だ
き
捨
て
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ
な
い
が
、
人
格
を
損
う
こ
と
は
慎
し
ま
れ
る
。
感
覚
的
に
触

智

慈

の

投

影

二
五
七



智

慧

の

投

影

二
五
八

れ
え
な
い
も
の
の
方
に
高
い
存
在
性
の
あ
る
こ
と
、
む
し
ろ
判
然
と
し
た
存
在
を
烹
識
す
る
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
人
間

の
学
聞
が
駕
識
を
成
立
の
次
元
と
す
る
限
り
、
こ
の
方
向
が
絶
対
的
に
動
か
し
難
い
論
理
の
背
骨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

田
辺
重
三
は
あ
の
端
的
な
表
現
の
中
に
、
己
れ
の
哲
学
が
ア
H
ノ
ス
ト
－
プ
レ
ス
と
デ
カ
ル
ト
と
カ
シ
ト
を
含
ん
だ
広
蓑
の
真
理
に
立
り
て
い

る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

同
も
同
も
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
限
り
は
既
に

ωの
註
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
こ
れ
ら
の
表
現
と
聯
関
し
て
私

は
敷
街
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
原
典
を
忠
実
に
扱
お
う
と
す
る
ぷ
児
主
義
的
伝
統
が
漸
く
我
が
固
に
も
復
活
し
か
け
、
そ
れ
を
酉

ヒ
z
l
マ
ェ
ー
ム

洋
哲
学
に
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
欣
ば
し
い
が
、
哲
学
は
人
文
主
義
と
い
う
教
育
理
念
の
段
階
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に

エ
テ
ユ

l
ド

多
く
の
哲
学
者
を
名
告
る
徒
輩
が
、
原
典
の
文
献
学
的
研
究
に
低
迷
し
て
哲
学
史
家
と
い
う
本
来
習
作
の
次
元
に
座
し
て
威
張
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
而
も
そ
の
根
本
的
方
法
は
、
何
人
が
果
た
し
て
其
処
ま
で
の
実
力
を
有
っ
て
い
る
か
ど
う
か
私
は
危
ぶ
む
が
、
結

局
の
処
は
語
感
に
頼
る
外
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

感
覚
を
基
礎
と
す
る
考
え
で
あ
り
、

名
を
考
証
と
言
い
、

実
証
と
い
う

も
、
自
に
見
え
る
も
の
を
実
在
と
す
る
無
批
判
的
な
思
考
法
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
形
而
上
学
的
思
索
に
踏
み
込
み
え
な
い
の
も
当
然

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

で
あ
ろ
う
。
回
辺
重
三
は
着
実
な
人
文
主
義
を
蔑
む
の
で
は
な
い
、
然
し
、
そ
の
平
面
に
安
住
し
て
も
は
や
事
象
を
貝
ず
、
書
物
を
世
界

と
す
る
人
々
を
憐
ん
で
い
る
。
存
在
が
感
覚
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
考
証
は
決
し
て
存
在
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
を

寝
か
し
て
読
む
こ
と
は
、
目
に
頼
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

「
わ
た
し
ゃ
、
パ
イ
デ
ィ
ア
は
嫌
い
で
す
。
」

(3) 

こ
う
言
う
こ
と
も
人
聞
の
煎
識
の
制
限
を
離
れ
て
は
人
間
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
条
件
が
彼
の
場
合
に
は
あ
る
。

「
雨
戸
を
開
け
た
つ
も
り
で
も
、
や
っ
ぱ
り
さ
う
は
い
か
な
い
。
観
念
論
の
中
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
雨
戸
は
聞
け
た
ん
で



す
か
ら
、
見
て
は
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
も
し
物
質
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
の
な
ら
、
神
も
あ
る
ん
で
す
。
全
部
夢
だ
っ
て
言
っ
た
所
で
、

夢
し
か
見
ら
れ
ん
者
が
、
そ
れ
じ
ゃ
ど
う
し
て
神
を
否
定
で
き
ま
す
か
。
さ
う
じ
ゃ
な
い
で
せ
う
か
。

い
け
ま
せ
ん
か
。
」

こ
れ
は
従
つ

て
、
白

2
5
－

V
H
肖

5
と
言
っ
て
一
切
が
片
付
い
た
と
す
る
や
う
な
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。

制告

拳

帯

芸
術
に
つ
い
て

「
民
芸
品
は
貧
乏
人
の
自
由
で
す
。
芸
術
は
金
持
を
否
定
し
た
よ
で
の
貧
乏
人
の
境
地
に
達
し
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
む
づ
か
し

お
金
を
持
っ
て
い
て
、
而
も
離
れ
て
し
ま
う
と
と
。
こ
れ
は
大
変
な
も
ん
で
す
。
だ
け
ど
も
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
芸
術
は

や
っ
ぱ
り
大
変
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
ち
が
い
ま
す
か
。
」

い
で
す
よ
、

ま
た
或
る
時
、

ど
う
せ
宿
だ
か
ら
、
ど
う
で
も
住
め
ま
す
。
芸

術
品
も
わ
た
し
の
場
合
、
宿
屋
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
人
生
の
旅
の
何
か
ち
ょ
っ
と
他
処
ゆ
き
の
よ
う
な
。
だ
か
ら
楽
し
い
。
わ
た
し
ゃ

「
ど
う
か
す
る
と
、
こ
ん
な
宿
は
困
る
な
ん
て
人
が
い
ま
す
ね
。

し
か
し
、
わ
た
し
ゃ
、

芸
術
品
を
見
て
る
と
き
は
本
当
に
い
い
で
す
ね
。
」

ま
た
或
る
時
、

「
居
を
移
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
芸
術
の
鑑
賞
で
す
。
み
ん
な
、
本
居
は
別
に
あ
る
の
で
す
。
本
居
を
棄
て
た
ら
、
な
ん
も
な
り
ま
せ

ん
も
ん
ね
。
」

）
 ’

ι
 

’az
、
こ
の
よ
う
な
会
話
は
大
体
、
骨
董
が
塵
に
ま
み
れ
て
い
る
彼
の
研
究
室
に
於
い
て
行
わ
れ
る
と
き
、
ま
こ
と
に
趣
き
が
あ
っ
た
。

智

慈

の

投

影

二
五
九



智

慧

の

投

影

二
六
O

私
は
「
こ
の
金
持
と
い
う
言
葉
は
文
化
と
置
き
換
え
て
も
い
い
で
す
ね
。
」
と
念
を
押
し
た
ら
、

「
そ
う
、
さ
う
。
」
と
い
う
快
適
な
合
槌

を
得
た
。
民
芸
に
文
化
が
無
い
こ
と
は
な
い
、
然
し
、
そ
れ
は
精
神
の
表
現
で
あ
る
よ
り
は
生
活
の
発
露
で
あ
り
、
智
慧
よ
り
は
土
の
匂

ひ
で
る
ろ
う
。
例
へ
ば
少
し
場
面
は
違
う
が
、
埼
玉
県
馬
室
村
出
土
の
縄
文
時
代
の
土
偶
と
茨
城
県
下
館
市
出
土
の
弥
生
時
代
の
人
面
付

土
器
（
何
れ
も
東
京
の
国
立
博
物
館
所
蔵
）
と
を
比
較
し
て
み
る
時
、
造
型
の
面
白
さ
と
い
う
点
で
は
前
者
が
優
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
何
か
呪
術
的
原
始
生
活
の
直
接
反
映
が
感
じ
ら
れ
る
に
反
し
て
、

後
者
の
明
快
な
純
粋
形
式
は
た
と
ひ
実
用
的
で
あ
る
と
は

言
え
、
精
神
の
操
作
が
認
め
ら
れ
、
今
日
の
水
準
か
ら
み
て
も
、
芸
術
品
の
範
鴎
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
の
相
異
は
、
も
し

両
者
が
夫
々
の
時
代
の
作
品
を
象
徴
す
る
代
表
作
と
認
め
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
両
者
を
支
え
る
夫
々
の
世
界
の
文
化
的
務
差
に
よ
る
と
言

う
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
農
耕
生
活
の
安
定
に
於
け
る
精
神
の
構
造
的
な
作
用
と
小
規
模
な
狩
猟
乃
至
採
集
生
活
の
原
始
的
衝
動
の

落
差
で
る
る
。
民
芸
品
の
閉
鎖
的
風
土
的
慣
性
と
芸
術
品
の
普
遍
的
精
神
的
登
高
と
の
対
比
に
些
か
類
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
然
し
、
芸

術
は
生
活
水
準
の
高
度
即
ち
富
が
可
能
に
す
る
精
神
の
空
間
一
の
み
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
富
の
な
い
自
由
、
自
然
の
自
由
、
を
否

定
す
る
富
の
構
造
、
精
神
の
必
然
、
を
更
に
否
定
し
た
富
め
る
自
由
、
精
神
の
自
由
、
を
得
な
く
て
は
成
立
し
な
い
。
野
蛮
の
自
由
、
文

化
の
必
然
、
を
経
た
文
化
の
自
由
が
芸
術
を
可
能
に
す
る
。

田
辺
重
三
は
宋
の
白
磁
も
小
石
原
焼
の
酒
盃
も
鉄
斎
も
腐
の
大
雅
も
雑
然

と
並
べ
立
て
た
中
に
埋
も
れ
つ
つ
、

た
く
ま
ず
し
て
ス
リ
オ
の
大
芸
術
、

小
芸
術
の
区
別
よ
り
も
造
か
に
本
質
的
な
物
の
見
方
を
し
て

い
る
。

(2) 

美
は
日
常
の
体
験
に
属
す
る
平
凡
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
精
神
が
清
遊
を
な
し
能
う
よ
す
が
と
な
る
も
の
、
芸
術
品
、

は

常
に
我
々
の
手
近
に
在
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
常
に
其
処
か
ら
異
常
な
高
揚
へ
の
出
口
が
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ



れ
は
宗
教
と
似
た
和
光
同
塵
の
性
格
で
は
あ
る
ま
い
か
。
向
こ
う
側
に
は
常
識
と
は
隔
絶
し
た
蝉
き
の
次
元
が
あ
る
の
に
、
我
々
の
普
通

の
眼
に
は
屡
々
た
だ
の
物
象
と
し
て
の
存
在
様
態
を
示
す
。

(3) 

芸
術
美
の
境
地
に
遊
ぶ
こ
と
は
、
色
々
の
重
荷
を
負
っ
て
歩
む
現
存
在
の
常
態
で
は
な
い
。
た
ま
ゆ
ら
の
憩
ひ
と
し
て
自
己
を
忘
れ

る
悦
惚
の
場
処
と
い
う
面
は
確
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
に
於
い
て
は
芸
術
は
阿
片
で
は
な
く
、
宿
屋
と
し
て
象
徴
せ
ら
れ
る
。

誰
に
で
も
作
用
す
る
麻
薬
の
場
合
の
よ
う
に
、
対
象
が
自
己
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
選
ん
で
自
分
で
住
み
心
地
を
感
じ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
芸
術
品
の
評
価
鑑
賞
は
人
格
の
自
主
的
な
選
び
な
し
に
は
存
立
し
え
な
い
。
彼
は
池
大
雅
、
浦
上
玉
堂
ら
の
作
品
を
多
く

持
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
が
、
中
に
は
誰
が
見
て
も
い
か
が
は
し
い
大
雅
が
あ
る
。
然
し
、
淡
々
と
し
て
「
こ
の
絵
に
は
大
雅
が
出
て
い
ま

す
。
」
位
な
ら
と
も
か
く
、

「
私
も
鉄
斎
の
よ
う
に
、

大
分
、

美
し
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」

と
言
っ
て
片
方

の
目
を
細
め
て
眺
め
入
る
姿
は
、
平
俗
の
美
術
史
家
の
度
胆
を
抜
く
美
の
発
見
者
の
風
格
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
私
は
ホ
〆
ロ
ス
の
用
語
法

を
思
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

、

、柄、
h
H
よ
H
W

（
判
定
す
る
）
は
古
詩
に
於
い
て
は
寧
ろ
選
ぶ
の
意
味
で
あ
っ
た
。
約
束
事
の
砂
か
っ
た
太
古
の

海
上
の
空
気
に
似
て
、

田
辺
重
三
の
精
神
は
大
ら
か
に
独
り
を
楽
し
む
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
人
生
の
芸
術
で
あ
る
。
己
れ
の
選
び
の

中
に
美
を
判
じ
て
い
る
。

ω 
芸
術
品
に
接
し
て
い
て
も
、

そ
れ
を
単
な
る
財
貨
と
見
る
見
方
も
あ
る
。
美
の
次
元
に
自
ら
を
置
く
の
で
な
け
れ
ば
、
芸
術
美
の

鑑
賞
は
不
可
能
で
あ
る
。
嘗
て
私
は
美
の
次
元
を
論
じ
て
、
そ
れ
は
－
つ
の
意
識
で
は
ら
る
が
、

一
般
の
対
象
的
意
識
が
有
つ
分
極
的
構

造
契
機
が
止
揚
せ
ら
れ
、
対
象
的
意
識
は
そ
の
結
果
変
質
せ
ら
れ
、
昇
華
せ
ら
れ
て
輝
き
出
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
光
り
の
地
平
で
あ
る

と
書
い
た
が
、
恐
ら
く
田
辺
重
三
も
相
似
た
考
え
を
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
が
普
通
に
有
つ
仕
事
の
場
を
離
れ
て
、

Lー
の

智

慧

の

投

影

ニムハ



智

慈

の

投

影

ニ占ハ

光
り
に
於
い
て
感
じ
る
場
に
居
を
移
す
こ
と
が
、

美
的
態
度
で
あ
る
。
享
受
は
決
し
て
受
動
で
は
な
い
。
我
々
の
哲
学
者
も
、

憂
患

か
ら
の
逃
避
と
し
て
の
美
を
憧
慣
れ
る
ら
し
い
こ
と
は
、

「
ど
う
も
お
尻
か
ら
背
中
に
か
け
て
、
や
っ
ぱ
り
も
や
も
や
と
し
た
暗
い
不
安

を
感
じ
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
若
い
時
の
よ
う
に
、

ょ
う
振
り
返
え
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
骨
董
な
ん
か
見
て
忘
れ
る
。
わ
た
し
ゃ
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
宗
教
で
も
そ
う
で
す
よ
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
（
こ
れ
は
那
の
津
荘
で
習
田
達
夫
、
津
田
剛
、
根
井

康
雄
も
聞
い
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
〉
こ
う
い
う
点
は
或
る
意
味
で
甚
だ
現
代
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

山
岳
に
ひ
そ
む
隠
者
は
減
っ
た
が

自
由
と
救
い
を
美
の
想
念
に
隠
遁
し
て
享
受
す
る
幾
人
か
の
賢
者
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
倒
現
実
を
棄
て
切
っ
て
し
ま
う

の
な
ら
ば
、
夢
避
の
人
に
す
草
な
い
。
達
人
は
物
外
の
物
を
見
る
と
言
っ
て
も
、
存
在
者
の
世
界
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
は

水
平
的
な
責
務
の
場
処
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
逃
避
す
る
術
を
心
得
て
は
い
て
も
、
ま
た
輯
晦
の
風
に
身
を
御
し
て
は
い
て
も
、

こ
の
煩
わ

し
い
現
実
の
地
位
を
忘
れ
は
し
な
い
所
に
、
厳
粛
な
宗
教
人
と
し
て
の
彼
の
心
底
が
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
も
と
己
の
捧
え
た
も
の
で
は

な
く
、
原
本
的
な
所
与
に
拠
り
、
自
己
の
自
由
に
廃
棄
抹
殺
し
う
る
所
で
は
な
い
。
か
く
て
自
然
に
垂
直
的
な
責
務
の
構
造
を
想
う
に
至

る
の
で
あ
ろ
う
。

一
箇
の
茶
椀
と
雄
も
、
彼
に
於
い
て
は
天
地
に
わ
た
る
思
索
の
発
条
で
あ
る
。
天
心
は
書
い
て
い
る
、
茶
道
一
切
の
理

想
は
、
人
生
の
些
事
の
中
に
で
も
偉
大
を
考
え
る
と
い
う
こ
の
禅
の
考
え
方
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
。
田
辺
重
三
を
坐
禅
せ
ぬ
禅
者
と

言
い
、
作
法
踏
ま
ぬ
茶
人
と
言
う
も
、
誰
か
異
を
唱
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

事

9帳

有量

自
己
に
つ
い
て

「
ど
っ
ち
の
自
分
が
本
当
か
つ
て
こ
と
に
な
る
と
、
わ
か
ら
ん
の
で
す
よ
。
な
ん
か
暗
い
当
り
ま
え
の
自
分
と
、
骨
董
で
も
見
て
非
常
に



純
粋
に
な
っ
て
い
る
明
る
い
自
分
と
、

ど
っ
ち
と
も
言
え
ん
の
で
す
よ
。
お
酒
で
も
仕
事
で
も
何
で
も
夢
中
に
な
っ
て
る
と
き
は
楽
し
い

が
、
醒
め
た
ら
途
端
に
何
か
こ
う
い
や
で
す
も
ん
ね
。
そ
し
て
淀
ん
で
る
。
し
か
し
、
自
分
と
か
人
生
と
か
、
ほ
ん
と
は
動
い
て
る
も
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
ち
が
い
ま
す
か
。
」

(1) 

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
荘
周
夢
に
胡
蝶
と
な
る
の
生
々
と
し
た
再
生
で
あ
る
。
意
識
の
も
つ
本
質
的
な
矛
盾
を
見
事
に
言
い
表
わ
し

て
い
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
意
識
の
現
実
態
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
覚
醒
し
て
独
楽
の
動
い
て
い
る
よ
う
な
澄
ん
だ
鋭
さ
で
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
時
、
意
識
は
己
れ
を
忘
れ
て
一
つ
の
無
意
識
の
状
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
は
そ
れ

を
却
っ
て
夢
中
と
言
い
、
そ
の
活
動
が
終
っ
て
独
楽
の
停
止
し
た
時
、
即
ち
、
意
識
の
働
き
の
鈍
っ
た
時
、
自
覚
が
生
じ
て
来
て
、
そ
れ

を
人
は
覚
醒
と
言
う
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
己
れ
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
の
活
動
に
よ
っ
て
の
み
完
全
に
な
る
筈
の
も
の
で
あ
り
、

か
P5
ろ
い

さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
陽
光
の
美
の
世
界
を
胡
蝶
の
や
う
に
飛
瀞
す
る
こ
と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

Q
H山
品
可
申
刷
、

（岨可岡、米中宅）

凡
な
町
内
向
叫

QHV？
や
で

qeyvrι
町
、
『
而

qNMhHh

（
魂
が
そ
れ
自
身
に
集
中
す
る
）

と
い
う
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
於
い
て
言
う
ま
で
も
な
く
、

ι

山、町、叫．。円〕寸
S
回、

（
丘
町
も
す
h
S
回
、
）
忘
宅
島
吉
宗
S
も
而
な
（
感
覚
か
ら
身
を
退
く
こ
と
）
即
ち
時
聞
に
於
い
て
し
か
存
在
し
な
い
肉
体
か
ら
の
脱
出
に
外
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
平
生
の
在
り
ょ
う
か
ら
み
れ
ば
既
に
夢
と
し
か
思
え
な
い
。

田
辺
重
三
の
自
意
識
へ
の
懐
疑
は
デ
カ
ル
ト
の
如
く
、

自
己
の
存
在
を
確
保
す
る
た
め
の
方
法
で
は
な
く
、
確
保
せ
ら
れ
て
い
る
自
己
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
欲
求
が
、
方
法
的
に
解
決
で

き
な
い
と
い
う
事
態
を
直
観
し
た
こ
と
の
表
明
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
を
以
て
最
高
の
自
覚
と
な
す
池
よ
鎌
三
に
対
し
て
も
、
人
聞
を
以
て

自
覚
的
存
在
と
な
す
ハ
イ
デ
ザ
ガ
ー
に
対
し
て
も
、
否
、
自
覚
を
尊
ぶ
全
西
洋
哲
学
の
伝
統
に
対
し
て
も
、
彼
は
荘
周
の
古
い
疑
い
を
提

げ
て
立
っ
て
い
る
権
利
を
有
っ
て
い
る
ら
し
い
。
だ
が
、
彼
は
賢
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
企
て
を
以
て
自
ら
を
縛
め
よ
う
と
は
し
な

智

慧

の

投

影
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六
四

ぃ
。
た
だ
問
い
か
け
る
こ
と
を
止
め
な
い
、
「
昨
日
の
私
と
今
日
の
私
と
ど
う
し
て
同
じ
人
だ
と
言
う
ん
で
す
か
。

記
憶
だ
と
言
う
ん
で

す
か
ね
。
わ
た
し
ゃ
自
分
の
記
憶
に
は
さ
っ
ぱ
り
自
信
が
な
い
ん
で
す
よ
。
」

大
人
物
は
記
憶
な
ど
し
な
い

（

O
H
V
4九
町
、
宮
町
、
『

Q
V「。もいい
h

問。

e
叶

V
応
対
円
。
な
4
官
。
宅
川
向
日
～
川
h

宅）

と
ア
H
ノ
ス
ト
－
プ
レ
ス
は
道
破
し
て
い
る
か
ら
、

あ
の
時
あ
あ
言
い
、
こ
の
時
こ
う
言
っ
た
大
人
物
そ
の
人
が
自
ら
の
連
続
を
記
憶
し
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
う
か
。
だ
が
、
私
は
彼
の
忘

却
性
を
当
て
に
し
て
ミ
エ
ト
ス
を
書
い
た
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
言
葉
は
悶
辺
重
三
の
挨
の
室
で
茶
の
馳
走
に
あ
。
す
か
っ
た
人
な
ら
、

そ
の
信
滋
性
を
立
証
す
る
に
障
踏
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
彼
ら
も
幸
い
に
記
憶
を
有
す
る
な
ら
ば
。
実
際
、
ア
H
J
ス
ト
－
プ
レ
ス
の
言

葉
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
。
無
理
を
し
な
い
記
憶
は
探
究
の
緒
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
火
は
生
き
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
死
ん
だ
現

象
だ
と
言
う
ん
で
す
か
。
」
焚
火
を
見
つ
め
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
回
辺
重
三
の
言
葉
の
鮮
か
な
印
象
の
記
憶
が
、

藤
沢
令
夫
の
プ

ν
L
ケ

l
研
究
と
い
う
本
号
の
蓮
大
な
規
模
の
論
文
の
刺
戟
で
も
あ
っ
た
し
、
森
田
良
紀
の
善
や
真
理
に
就
い
て
と
い
う
大
胆
な
問
題
設
定
に
於

け
る
細
心
の
歩
弘
に
も
、
「
善
と
か
惑
と
か
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、

ど
っ
ち
が
本
も
の
か
ち
ゃ
ん
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
と
い
う

よ
う
な
彼
の
言
葉
の
記
憶
と
関
わ
り
が
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
私
も
ま
た
自
己
の
記
憶
を
忠
実
に
辿
り
、

田
辺
重
三
に
従
っ
て
考
え
な

が
ら
こ
の
文
章
を
書
く
時
、
実
に
多
く
の
事
を
学
ん
だ
と
思
う
。
型
を
成
し
て
は
い
な
い
と
の
批
難
は
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
文
章
を
私

の
哲
学
的
論
文
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
。
そ
れ
は
型
に
執
し
て
は
い
な
か
っ
た
一
人
の
教
授
の
思
索
の
影
に
は
、

い
く

ら
か
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

日
記
に
は
ま
だ
数
多
く
の
彼
の
言
葉
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

こ
の
論
文
自
体
も
本
来



た
後
、

未
完
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
再
び
こ
の
よ
う
な
形
で
、

と
い
う
私
の
蔑
む
も
の
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
J

そ
の
影
は
も
は
や
こ
の
園
の
地
面
の
何
処
に
も
求
め
ら
れ
は
し
な
い
。
（
尚
、
こ
の
文
章
の
仮
名
遣
い
は
、

こ
の
人
に
つ
い
て
書
く
こ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
樹
が
移
植
せ
ら
れ

智

慈

の

投

影

二
六
五

勝
手
に
新
仮
名
遣
い


