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こ
れ
ま
で
伊
東
俊
太
郎
先
生
か
ら
数
多
く
御
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
の
一
端
を
記
し
、
感
謝
の
気
持
ち
を
申
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

＊

　

私
が
伊
東
俊
太
郎
先
生
に
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
の
は
、
一

九
九
二
（
平
成
四
）
年
一
月
二
十
五
日
で
し
た
。
こ
の
日
は
モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
発
表
会
が
行
わ
れ
、
そ
の
懇
親
会
の
席
で
、
永
安
幸
正
先
生
が
、
私

を
伊
東
先
生
に
紹
介
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
当
時
、
私
は
、『
現
代
科

学
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
│
人
間
の
た
め
の
物
質
・
生
命
・
情
報
論
』（
成
文

堂
、
一
九
九
二
年
）
と
い
う
本
の
出
版
に
向
け
て
最
後
の
調
整
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
先
生
に
、
校
正
ゲ
ラ
一
式
を
お
目
に
か
け
、
後
日
手
紙
で
、

「
こ
の
本
の
帯
の
文
章
を
御
執
筆
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
お

願
い
し
ま
し
た
。
先
生
は
、
電
話
を
下
さ
り
、「
書
き
ま
し
ょ
う
」
と
受

け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
一
気
に
世
界
が
明
る
く
な
っ
た
よ
う

に
感
じ
た
こ
と
を
明
確
に
覚
え
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
思
い
出
す
の
は
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
十
一
月
二
十
日

に
、
大
澤
俊
夫
先
生
の
お
供
で
西
荻
の
先
生
の
お
宅
を
訪
問
し
た
と
き
の

こ
と
で
す
。
先
生
は
和
服
を
着
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
訪
問
の
目
的

は
、
伊
東
先
生
を
麗
澤
大
学
教
授
と
し
て
お
迎
え
し
、
比
較
文
明
研
究
セ

ン
タ
ー
（
比
文
研
）
を
創
立
す
る
た
め
の
様
々
な
条
件
を
確
定
す
る
こ
と

で
し
た
。
厳
し
い
条
件
提
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
生
は
、「
う
む
、
そ

う
で
し
ょ
う
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
次
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
一
九
九

五
（
平
成
七
）
年
四
月
に
、
麗
澤
大
学
教
授
・
比
文
研
所
長
に
就
任
さ
れ

ま
し
た
。
私
は
比
文
研
の
所
員
と
し
て
、
先
生
の
近
く
で
仕
事
を
す
る
好

運
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
先
生
は
私
に
「
比
較
科
学
技
術
史
」
の
授
業
に
出

る
よ
う
お
誘
い
下
さ
い
ま
し
た
。
比
較
科
学
史
の
体
系
的
な
講
義
を
拝
聴

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
毎
回
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
、
聴
講
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
書
き
取
っ
た
ノ
ー
ト
は
四
冊
に
も
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
先
生
は
、
こ
の
年
の
六
月
か
ら
、『
現
代
科
学
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
』
を
取
り
上
げ
て
、
一
対
一
の
「
読
書
会
」
を
何
回
か
開
い
て
下
さ

り
、
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。inform

ation

を

「
形
相
の
中
に
入
れ
る
」
と
語
源
的
な
説
明
を
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
や
、

「
創
発
と
情
報
、
こ
れ
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
面
白
い
」
と
研
究
の
方

向
性
を
示
唆
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
な
ど
、
今
日
の
私
の
研
究
に
つ
な
が
る

手
引
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

比
文
研
の
通
常
の
活
動
に
加
え
て
「
科
学
倫
理
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ

伊
東
俊
太
郎
先
生
へ
の
謝
辞

立 

木　

教 

夫
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て
、
倫
理
道
徳
と
の
関
係
性
が
希
薄
に
な
っ
た
現
代
科
学
の
問
題
性
を
明

ら
か
に
し
、
科
学
倫
理
学
の
構
想
を
実
現
し
て
い
か
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
に
先
生
が
麗
澤
大
学
を
定
年
退
職
さ
れ
名

誉
教
授
に
な
ら
れ
た
後
も
、
比
文
研
の
客
員
教
授
と
し
て
、
ま
た
、
道
徳

科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
（
道
科
研
）
の
顧
問
と
し
て
、
御
指
導
を
賜
る
好
運

に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
道
科
研
で
は
、
生
命
環
境
研
究
室
の
室
員
が
順
に
発

表
し
、
先
生
の
コ
メ
ン
ト
を
頂
く
研
究
会
を
開
き
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、

先
生
が
「
心
の
起
源
は
社
会
に
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
の
ひ

と
こ
と
が
ヒ
ン
ト
と
な
り
、
私
は
「
心
│

脳
│

社
会
シ
ス
テ
ム
と
ミ
ラ
ー
ニ

ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
論
文
を
『
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫

理
学
会
会
報
』（
第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年
に
、
私
が
比
文
研
の
セ
ン
タ
ー
長
を
拝

命
し
た
と
き
、
若
手
研
究
者
育
成
の
目
的
で
『
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
』

（
全
十
二
巻
、
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
〜
二
〇
一
〇
年
）
を
テ
キ

ス
ト
と
し
て
「
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
を
読
む
会
」（「
読
む
会
」）
を
比
文

研
の
事
業
と
し
て
立
ち
上
げ
よ
う
と
思
い
、
先
生
に
御
相
談
し
ま
し
た
。

先
生
は
、「
ボ
ク
の
著
作
を
読
ん
で
下
さ
る
の
で
あ
れ
ば
、
出
た
い
な
あ
。

出
ま
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
下
さ
り
、
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。「
読
む
会
」
で
は
、
各
発
表
者
が
レ
ジ
メ
を
作
成
し
て
発
表
し
、

そ
れ
に
対
し
て
、
著
者
の
伊
東
先
生
か
ら
直
に
御
指
導
を
頂
く
と
い
う
、

な
ん
と
も
贅
沢
な
研
究
会
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
読
む
会
」
は
二
十
四

回
で
終
了
し
、
こ
れ
に
引
き
続
き
、「
伊
東
俊
太
郎
先
生
を
囲
む
連
続
談

話
会
「
宇
宙
と
文
明
の
歴
史
│
わ
れ
わ
れ
の
由
来
」」（「
談
話
会
」）
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
「
談
話
会
」
は
伊
東
先
生
の
御
発
案
に
よ
る
も

の
で
、「
ボ
ク
が
学
生
の
頃
、
こ
う
い
う
講
義
を
聴
き
た
い
と
思
っ
て
い

た
も
の
を
や
る
こ
と
に
し
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
全
十
四
回
で

二
〇
一
七
（
平
成
二
十
九
）
年
七
月
六
日
に
完
結
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

＊

　

伊
東
先
生
が
麗
澤
に
来
て
下
さ
っ
て
以
来
、
今
日
ま
で
一
貫
し
て
わ
れ

わ
れ
を
親
身
に
御
指
導
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
御
貢
献
の
偉

大
さ
を
思
う
と
き
、
全
く
あ
り
が
た
く
、
心
底
よ
り
、〝
先
生
、
ま
こ
と

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
〞
と
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
先
生
の
御

健
勝
と
御
活
躍
を
祈
念
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
先
生
に
お
目
に
か
か
り
、

御
話
さ
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
こ
と
を
、
心
よ
り
楽
し
み
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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「
あ
の
人
は
偉
い
先
生
だ
よ
…
…
！
」

　

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
と
麗
澤
大
学
を
繋
ぐ
横
断
歩
道
で
、
す
れ
違
い
ざ

ま
伊
東
俊
太
郎
先
生
と
挨
拶
を
交
わ
さ
れ
た
故
・
永
安
幸
正
先
生
は
、
同

行
し
て
い
た
学
生
の
私
に
向
か
い
、
低
く
尖
っ
た
声
で
そ
う
呟
か
れ
た
。

未
だ
伊
東
先
生
を
存
じ
上
げ
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
厳
し
く
辛
口
で
あ
ら

れ
た
永
安
先
生
が
あ
れ
ほ
ど
率
直
に
敬
意
を
表
さ
れ
た
こ
と
に
驚
き
、
一

体
ど
ん
な
先
生
な
の
か
と
不
思
議
に
思
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
の
出
来
事
で

あ
っ
た
と
思
う
が
、
当
時
の
私
に
は
、
隣
を
歩
か
れ
て
い
る
永
安
先
生
と

い
う
恩
師
を
翌
年
に
失
い
、
し
か
し
数
年
後
、
そ
の
と
き
横
断
歩
道
で
す

れ
違
っ
た
伊
東
先
生
か
ら
学
ぶ
機
会
を
得
て
、
こ
う
し
て
キ
ー
ボ
ー
ド
を

打
つ
こ
と
に
な
る
な
ど
、
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
時
の
流
れ
の
妙
を
感
じ

る
。

　

私
は
伊
東
先
生
か
ら
数
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の

は
言
語
の
扱
い
方
だ
。
言
葉
の
意
味
、
特
に
語
源
を
徹
底
的
に
調
べ
上

げ
、
そ
の
本
来
指
す
べ
き
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
訳
語
の
質
を
吟

味
す
る
。「
権
利
」
や
「
公
共
」
な
ど
と
い
う
日
本
語
は
、right

や

public

の
訳
語
と
し
て
適
切
か
否
か
。
現
代
に
お
い
て
「
文
明
」
は

civilization

、「
文
化
」
はculture

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ど
う
変
遷
し
て
き
た
か
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
考
察

が
〝
私
見
〞
を
超
え
る
の
を
、
私
は
幾
度
も
目
撃
し
て
き
た
。

　

二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
年
間
ほ
ど
月
毎
に
開
催
さ
れ
た
伊
東
先
生
を

囲
む
勉
強
会
で
は
、『
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
』
に
基
づ
き
、
文
明
の
交
流
、

五
段
階
革
命
、
風
土
│
社
会
│
文
明
の
連
関
な
ど
に
つ
い
て
主
に
学
ん

だ
。
先
生
に
は
、
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
衰
退
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
ま
で
の

間
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
が
ど
う
受
け
継
が
れ
た
か

を
、
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
世
界
史
的
文
脈
に
お
い
て
、

解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
西
洋
中
心
史
観
の
誤
り
を
指
摘
し
て
い

た
だ
い
た
と
同
時
に
、
わ
が
国
が
い
か
に
外
来
文
化
の
恩
恵
に
浴
し
て
き

た
か
を
省
察
す
る
契
機
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
が
、
日
本
が
古
代
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
は
勿
論
、
地
中
海
や
中
近
東
の
文
明
か
ら
大
い
に
影
響
を
受
け

て
き
た
こ
と
が
改
め
て
回
想
さ
れ
た
。
日
本
文
化
と
呼
ば
れ
る
伝
統
が
、

そ
も
そ
も
多
様
な
外
来
文
化
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
き
た
こ
と

を
肝
に
銘
じ
て
い
れ
ば
、
自
文
化
中
心
主
義
の
野
蛮
性
か
ら
自
由
で
い
ら

れ
る
。
国
家
的
次
元
に
お
い
て
も
個
人
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
平
和

人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
本
質
を

　
　

教
え
て
下
さ
っ
た
恩
師

古 

川　

範 

和
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で
円
満
な
関
係
を
築
く
た
め
に
教
養
が
要
と
な
る
こ
と
を
、
伊
東
先
生
は

折
に
触
れ
て
示
し
て
下
さ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
「
教
養
」
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
確
か

に
知
識
の
体
系
を
意
味
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
更
な
る
知
識
へ
と
導
い
て

く
れ
る
よ
う
な
体
系
で
あ
り
、
知
恵
を
含
ん
で
い
る
。
先
生
の
ご
研
究

は
、
個
別
の
文
明
圏
に
関
す
る
知
識
を
提
供
し
て
下
さ
る
と
同
時
に
、

「
自
然
や
社
会
に
規
定
さ
れ
つ
つ
他
と
交
流
し
な
が
ら
進
化
し
て
い
く
」

と
い
う
文
明
の
一
般
的
性
質
を
解
明
な
さ
る
の
で
、
聴
講
者
が
自
身
の
関

心
領
域
に
迫
る
際
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
に
お
い
て
森
羅
万
象
を
観
察
し

解
釈
す
る
際
に
も
、
新
た
な
知
見
の
創
生
を
助
け
て
下
さ
る
。
平
和
や
多

様
性
と
い
っ
た
社
会
の
在
り
方
、
創
造
性
や
寛
容
さ
と
い
っ
た
個
人
的
徳

目
の
価
値
が
、
先
生
の
文
明
論
を
学
ぶ
こ
と
で
、
身
に
沁
み
て
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

　

人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
本
質
を
教
え
て
下
さ
っ
た
、
掛
け
替
え
の

な
い
恩
師
で
あ
る
伊
東
先
生
の
生
き
様
を
心
に
抱
き
、
自
ら
の
人
生
を
拓

い
て
行
き
た
い
と
思
う
。
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服
部
英
二
先
生
は
、
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
に
と
っ
て
長
年
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
国
際
化
に
関
し
て
、
非
常
に
大
き
く
貢
献

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
二
〇
〇
五
年
に
パ
リ
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
で

開
催
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
創
立
六
十
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化

の
多
様
性
と
通
底
の
価
値
│
聖
俗
の
拮
抗
を
め
ぐ
る
東
西
対
話
」
は
、
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
の
国
際
化
の
進
展
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
服
部
先
生

の
長
年
に
わ
た
る
ユ
ネ
ス
コ
本
部
へ
の
貢
献
と
そ
こ
で
築
か
れ
た
人
脈
が

大
き
な
支
え
と
な
り
ま
し
た
。

　

ユ
ネ
ス
コ
と
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
の
共
催
に
よ
り
開
催
さ

れ
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
世
界
中
か
ら
時
代
を
代
表
す
る
知

性
と
も
呼
べ
る
多
く
の
方
々
が
参
加
さ
れ
、
連
日
に
わ
た
り
非
常
に
中
身

の
濃
い
発
表
と
熱
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
者
の
高
い
見
識
と
と
も

に
、
人
類
が
抱
え
る
問
題
に
対
し
て
共
に
取
り
組
も
う
と
す
る
真
摯
な
態

度
に
非
常
に
強
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果

は
、
英
文
と
仏
文
の
報
告
書
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
本
部
よ
り
刊
行
さ
れ
、
ま

た
日
本
語
版
は
麗
澤
大
学
出
版
会
か
ら
『
文
化
の
多
様
性
と
通
底
の
価

値
』
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
「
文
化
の
多
様
性
」
と
「
通
底
の

価
値
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
こ
そ
が
、
服
部
先
生
の
思
想
の
中
核
を
成
す

も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
当
時
、
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
と
い
う
概
念
が
強
い
影
響
力
を

持
ち
続
け
る
一
方
で
、
市
場
原
理
に
主
導
さ
れ
る
形
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
、
文
化
の
画
一
化
が
進
行
し
て
お
り
、
そ
の
傾
向
は
多
少
の
変
化
は
あ

れ
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
状
況
に
対
し
て
、

服
部
先
生
は
文
明
の
衝
突
で
は
な
く
、
文
明
間
の
対
話
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
繰
り
返
し
力
説
さ
れ
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
浅
薄
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
文
化
の
画

一
化
の
傾
向
を
危
惧
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
持
つ
多
様
性
・
独
自
性

を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
根
底
に
流
れ
る
「
通
底
の
価
値
」
に

目
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

服
部
先
生
は
、
ユ
ネ
ス
コ
時
代
に
主
導
さ
れ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
調
査
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
諸
文
化
が
互
い
の
文
化
に
対
し
て
敬
意
を
払

い
、
互
い
に
学
び
合
っ
て
き
た
こ
と
が
、
人
類
文
明
の
発
展
に
つ
な
が
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
地
球
規
模
で
の
環
境
問
題
と
い

世
界
平
和
実
現
の
理
想
に
向
か
っ
て

大 

野　

正 

英
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う
人
類
共
通
の
問
題
に
直
面
し
、
国
家
間
、
宗
教
間
、
文
明
間
の
対
立
が

激
化
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
文
化
相
互
の
互
敬
の
精
神
の
復
活
と
そ
れ
に
基

づ
く
通
底
の
価
値
の
探
求
と
い
う
服
部
先
生
の
主
張
は
、
ま
す
ま
す
そ
の

重
要
性
を
増
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
方
向
性
は
、
世
界
の
諸
聖
人
の
教
説
の
人
類
に
共
通
す
る
指
針
を

見
出
そ
う
と
し
た
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
創
立
者
廣
池
千
九
郎
の
目
指
し
た
も

の
そ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
人
類
の
平
和
幸
福
の
実
現
を
目
指
す
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
に
と
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

研
究
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
今
後
い
っ
そ
う
の
ご
指
導
を
お
願
い
し
つ
つ
、

感
謝
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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私
が
服
部
英
二
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
九

（
平
成
二
十
一
）
年
に
入
塾
し
た
モ
ラ
ロ
ジ
ー
専
攻
塾
で
の
講
義
の
場
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。
学
問
の
右
も
左
も
分
か
ら
な
か
っ
た
私
に
、「
人
類

の
文
明
物
語
」
と
で
も
呼
べ
る
、
壮
大
な
文
明
譚
を
語
っ
て
下
さ
っ
た
こ

と
が
、
十
年
を
経
た
今
で
も
鮮
烈
な
記
憶
と
共
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
先

生
は
ご
自
身
が
世
界
の
各
地
で
経
験
さ
れ
た
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
、
文
明
論

や
哲
学
に
つ
い
て
熱
く
語
ら
れ
る
人
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
よ
う
な
先
生

の
情
熱
か
ら
、「
世
界
に
関
わ
る
こ
と
へ
の
使
命
感
」
を
感
じ
取
り
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
比
較
文
明
学
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
私
が
比
較
文
明
学
を
志
し
た
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
、

服
部
先
生
の
思
い
出
を
記
し
て
み
た
い
。
専
攻
塾
二
年
目
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
で
あ
る
「
テ
ー
マ
実
践
研
修
」
に
て
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
十
二
）
年

に
パ
リ
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
私
は
二
冊
の
本
を
手

に
し
て
い
た
。
一
冊
は
、
先
ご
ろ
亡
く
な
ら
れ
た
京
都
学
派
の
巨
人
・
梅

原
猛
（
一
九
二
五
│
二
〇
一
九
）
先
生
全
訳
注
の
『
歎
異
抄
』（
講
談
社

学
術
文
庫
）、
も
う
一
冊
は
同
じ
く
京
都
学
派
に
縁
の
深
い
服
部
先
生
の

『
文
明
は
虹
の
大
河
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
）
と
い
う
論
文
集
で
あ
る
。
こ

の
二
冊
は
、
世
界
を
一
人
で
旅
す
る
孤
独
な
一
日
本
人
の
私
に
と
っ
て
、

羅
針
盤
で
あ
り
、
心
の
支
え
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
私
は
そ
の
こ

と
に
、
滞
在
中
の
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
、
窓
か
ら
射
し
込

む
月
明
か
り
の
も
と
、
は
た
と
気
づ
い
た
、
と
い
う
よ
り
も
体
感
し
た

0

0

0

0

の

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
憚
り
な
が
ら
も
「
伴
奏
者
と
し
て
の
服
部
先
生
」

を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
に
な
り
、
密
か
に
感
謝
の
念
を
強
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
今
と
な
っ
て
は
良
き
思
い
出
で
あ
る
（
そ
う
い
え
ば
、
先
生

に
は
こ
の
事
で
面
と
向
か
っ
て
お
礼
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
今
度
お

会
い
し
た
際
に
、
お
伝
え
し
よ
う
）。

　

先
生
は
、「
文
学
」
を
大
切
に
さ
れ
る
人
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
先

生
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
を
見
た
だ
け
で
も
、
よ
く
わ
か
る
。
例
え
ば
、
先

程
の
『
文
明
は
虹
の
大
河
』
の
他
に
も
『
出
会
い
の
風
景
』
や
『
文
明
間

の
対
話
』
な
ど
は
、
単
な
る
学
術
書
の
範
疇
を
越
え
た
文
学
的
含
蓄
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
先
生
は
論
文
や
講
演
原
稿
を
作
成
さ
れ
る
と
き
、
心

に
響
く
短
文
を
提
示
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
地
球
の
砂
漠
化
は
、
人
の
心

の
砂
漠
化
が
招
来
し
た
」（
服
部
先
生
）
や
「
人
間
が
今
歩
ん
で
い
る
道

を
変
え
な
け
れ
ば
、
地
球
は
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
運
命
を
辿
る
だ
ろ
う
」

（
ク
ス
ト
ー
）
な
ど
、
人
々
の
感
性
に
訴
え
か
け
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

知
を
愛
す
る
情
の
人
、
服
部
英
二
先
生
へ
の
謝
辞

竹 

中　

信 

介
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こ
の
よ
う
な
先
生
の
文
体
や
話
術
は
、
知
的
に
客
観
的
な
事
実
を
述
べ
る

だ
け
の
説
明
的
文
体
や
口
調
と
は
異
な
り
、
読
者
と
聴
衆
を
魅
了
し
て
や

ま
な
い
。
私
自
身
、
文
章
や
講
演
原
稿
を
作
成
す
る
際
、
達
意
で
あ
る
こ

と
、
心
に
響
く
こ
と
を
心
が
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
で
先

生
に
負
う
と
こ
ろ
は
非
常
に
大
き
い
。

　

さ
て
、
本
稿
は
服
部
先
生
へ
の
謝
辞
で
あ
る
が
、
や
は
り
先
生
ご
自
身

が
、「
畏
友
」
と
称
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
伊
東
俊
太
郎
先
生
に
も
触
れ

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
月
例
研
究
会
に

て
、
お
二
人
の
先
生
が
若
手
の
研
究
者
に
向
か
っ
て
、
熱
の
こ
も
っ
た
ご

指
導
を
さ
れ
る
場
面
は
、
文
字
通
り
、
真
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

ど
の
場
面
も
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。
私
自
身
、
自
分
の

研
究
の
足
り
な
さ
を
痛
感
し
、
大
き
く
視
野
が
開
か
せ
ら
れ
る
思
い
を
何

度
も
経
験
し
た
。
ま
た
、
時
に
、
発
表
に
着
想
を
得
ら
れ
た
服
部
先
生
と

伊
東
先
生
の
お
二
人
が
（
半
ば
発
表
者
は
付
い
て
い
け
な
い
ま
ま
に
？
）、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
話
に
花
を
咲
か
せ
ら
れ
る
場
面
が
あ
っ
た
の
は
強
く
印

象
に
残
っ
て
い
る
。
あ
の
よ
う
な
知
的
興
奮
の
場
に
立
ち
合
い
、
味
わ
え

た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
一
生
の
宝
物
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
セ
ン
タ
ー
に
長
年
関
わ
っ
て
ご
指
導
い
た
だ
い
た

服
部
先
生
に
心
か
ら
お
礼
の
気
持
ち
を
お
伝
え
す
る
と
と
も
に
、
今
後
と

も
ご
都
合
の
許
す
限
り
、
セ
ン
タ
ー
に
お
越
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

　

服
部
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。

 

（
平
成
最
後
の
年
、
永
い
桜
の
季
節
に
記
す
）


