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ジ
ョ
ン・ラ
ス
キ
ン
に
つ
い
て

川
上
武
志

﹇
巻
頭
言
﹈

こ
こ
十
年
ば
か
り
の
間
に
よ
く
顔
を
だ
す
学
会
に
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
化
研
究
学
会
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
今
年

で
十
六
回
目
の
開
催
に
な
る
と
い
う
か
ら
ま
ず
は
新
興
の
学
会
で
あ
る
。
名
称
に
「
文
化
」
と
銘
打
つ
だ
け
あ
っ
て
、
研

究
発
表
や
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
や
講
演
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
は
、
歴
史
、
思
想
、
宗
教
、
経
済
、
文
学
、
絵
画
・
彫

刻
、
建
築
、
工
芸
な
ど
の
諸
分
野
に
わ
た
り
、
ま
さ
に
学
際
的
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
学
会
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
百

花
繚
乱
と
い
っ
た
風
情
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
英
文
学
だ
け
を
専
門
と
す
る
門
外
漢
の
興
味
を
か
き
た
て
る
。

学
会
名
の
頭
に
あ
る
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
」
と
い
う
の
は
、
英
国
史
に
お
け
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
統
治
し
た
期
間

（
一
八
三
七
〜
一
九
〇
一
）の
こ
と
で
あ
る
が
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
を
旗
印
と
し
た
自
由
貿
易
主
義
体
制
の
も
と
で
、
大

英
帝
国
が
未
曾
有
の
産
業
の
興
隆
を
誇
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
覇
権
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
ン
・
ミ
ド
ル
と
い
う
階
級
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
た
「
ロ
ン
ド
ン
万
国
博

覧
会
」
が
象
徴
す
る
、
鋳
鉄
と
き
ら
び
や
か
な
ガ
ラ
ス
張
り
の
「
水
晶
宮
」
に
は
、
じ
つ
は
暗
い
影
の
部
分
が
あ
っ
た
。

前
世
紀
か
ら
加
速
さ
れ
た
産
業
革
命
は
、
工
場
建
設
や
鉄
道
敷
設
な
ど
の
開
発
に
よ
っ
て
、
英
国
の
自
然
を
ま
す
ま
す
破
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壊
し
て
い
っ
た
の
と
同
時
に
、「
囲
い
込
み
」
で
土
地
を
追
わ
れ
た
農
民
を
安
価
な
労
働
力
と
し
て
呑
み
込
ん
で
い
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
状
況
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
も
い
た
。
そ
れ
は
自
然
の
な
か
に
「
遍
在
す
る
神
」

を
感
得
し
た
「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
神
性
を
そ
の
背
後
に
潜
ま
せ
る
自
然
に
、
人
間
性
の
回
復
を
求
め

た
彼
ら
の
声
も
、
安
直
な
産
品
を
大
量
に
作
り
だ
す
機
械
の
騒
音
に
か
き
消
さ
れ
て
い
っ
た
。

さ
て
話
は
、
数
年
前
の
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
文
化
学
会
」
で
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
議
論
の
な
か

で
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
最
初
は
美
術
評
論
、
後
に
社
会
批
評
に
健
筆
を
揮
う
ラ
ス
キ
ン
の
生

涯
は
、
ほ
ぼ
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
と
重
な
っ
て
い
る
。
彼
の
出
自
は
父
親
が
シ
ェ
リ
ー
酒
の
売
買
で
財
を
成
し
た
実
業
家
と

い
う
こ
と
で
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
指
導
者
層
で
あ
る
ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い
る
。
タ
ー
ナ
ー
の
風

景
画
を
擁
護
し
た
、
二
十
代
前
半
の
著
作
『
近
代
画
家
論
』
で
の
ラ
ス
キ
ン
の
眼
差
し
は
、
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
と
同
様
に

自
然
に
向
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
が
説
く
の
は
、
画
家
が
自
然
に
向
か
う
と
き
に
、
そ
の
景
色
を
た
ん
に
機
械
的
に
模
写

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
啓
示
さ
れ
る
神
の
意
思
を
伝
達
す
る
表
現
形
式
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
鑑
賞
者

に
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
偏
在
す
る
神
」
を
看
取
す
る
た
め
に
は
、
想
像
力
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
ま
た
ラ
ス
キ
ン
は
こ
の
よ
う
に
も
説
い
た
。
産
業
に
よ
る
自
然
の
破
壊
は
人
間
の
破
壊
を
意
味
し
、
畢
竟
す

る
に
芸
術
の
破
壊
に
つ
な
が
る
の
だ
と
。

く
だ
ん
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
な
か
で
、
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』
の
有
名
な
箇
所
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
ま
ず
ラ

ス
キ
ン
が
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
・
ア
ッ
パ
ー
・
ミ
ド
ル
の
驕
奢
な
社
交
に
明
け
暮
れ
る
生
活
を
批
判
し
た
後
で
、「
人
間
に

と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
真
の
健
全
な
る
喜
び
は
・
・
・
ま
さ
し
く
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
・
・
・
麦
が
生
長
し
て
花
が
実
を
結

ぶ
の
を
見
守
る
こ
と
、
鋤
先
や
鋤
で
仕
事
し
て
激
し
く
呼
吸
す
る
こ
と
、
読
書
す
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
、
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祈
る
こ
と
―
こ
れ
ら
が
人
間
を
幸
福
に
す
る
の
で
あ
る
・
・
・
世
界
が
繁
栄
す
る
か
困
窮
す
る
か
は
、
我
々
が
こ
の
よ
う

な
わ
ず
か
な
こ
と
を
知
っ
て
教
え
る
こ
と
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
し
て
鉄
、
ガ
ラ
ス
、
電
気
、
蒸
気
に
依
存
し

て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
が
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
ラ
ス
キ
ン
自
身
も
鉄
、

ガ
ラ
ス
、
電
気
、
蒸
気
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
中
世
然
と
し
た
生
活
な
ど
で
き
る
は

ず
も
な
い
し
、
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
」
と
一
刀
の
も
と
に
切
り
捨
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
に
少
々
の
驚
き
を
感
じ
た
こ
と

を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
以
前
に
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
引
用

し
た
ラ
ス
キ
ン
の
言
説
は
、
体
制
派
内
に
い
る
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
鋭
い
反
対
体
制
派
的
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

時
代
錯
誤
と
か
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
た
こ
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
言
は
、
ラ
ス
キ
ン
と
同
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
ミ

ド
ル
・
ク
ラ
ス
が
一
斉
に
浴
び
せ
た
の
と
同
じ
痛
罵
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
中
世
へ
の
回
帰
と
い
う
ド
ン
・
キ
ホ

ー
テ
さ
な
が
ら
の
夢
だ
と
。
だ
が
ス
ノ
ビ
ズ
ム
の
権
化
た
る
ミ
ド
ル
・
ク
ラ
ス
は
、
そ
の
贅
沢
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
い
っ
た

い
だ
れ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
こ
に
は
ラ
ス
キ
ン
良
心
が
か
か
っ
て
い
た
。
ま
た
道
徳
の
問
題

で
も
あ
っ
た
。

絵
画
か
ら
建
築
に
目
を
転
じ
た
ラ
ス
キ
ン
は
、
社
会
と
の
関
わ
り
か
ら
芸
術
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。
彼
が
ベ
ネ
チ

ア
の
建
築
に
見
た
も
の
は
、
芸
術
に
関
与
す
る
人
間
の
労
働
に
は
、
喜
び
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

人
間
に
は
労
働
が
喜
び
で
あ
る
時
代
が
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
近
代
の
よ
う
に
労
働
が
金
銭
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
は

な
く
、
労
働
を
喜
び
と
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
ま
た
彼
が
ベ
ネ
チ
ア
で
発
見
し
た
も
の
は
、
人
間
味
に

溢
れ
る
職
人
に
よ
る
手
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
手
仕
事
に
見
ら
れ
る
職
人
芸
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
機
械
が
生
み
だ
す
分

業
に
よ
る
安
手
な
大
量
製
品
の
氾
濫
が
そ
の
原
因
で
あ
り
、
必
然
的
に
人
間
と
労
働
と
の
真
な
る
関
係
の
希
薄
化
を
生
じ
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さ
せ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ス
キ
ン
は
手
仕
事
に
よ
る
労
働
の
魅
力
の
意
味
を
強
調
し
た
の
だ
が
、
現
在
の
我
々
が
、

量
産
さ
れ
る
規
格
品
よ
り
、
手
作
り
の
品
に
人
間
的
な
温
か
み
を
感
じ
る
の
は
、
ラ
ス
キ
ン
の
衣
鉢
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

散
々
な
批
判
を
浴
び
な
が
ら
も
、
後
年
の
ラ
ス
キ
ン
が
な
お
も
告
発
し
た
の
が
、
機
械
の
奴
隷
と
な
っ
て
マ
モ
ン
の
神

を
崇
拝
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
の
姿
で
あ
っ
た
。
彼
は
つ
ね
に
人
間
と
い
う
も
の
を
中
心
に
お
い
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で

あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
ラ
ス
キ
ン
は
、
文
化
と
経
済
を
分
離
さ
せ
、
ま
た
物
欲
の
み
を
優
先
さ
せ
る
だ

け
で
、
豊
か
で
雅
趣
あ
る
文
化
の
実
現
を
困
難
に
す
る
資
本
主
義
社
会
は
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ

の
か
と
い
う
問
を
突
き
つ
け
た
。
こ
の
問
は
我
々
に
と
っ
て
も
座
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
二
十
一
世
紀

の
現
在
の
社
会
状
況
も
、
本
質
的
に
は
百
五
十
年
前
の
ラ
ス
キ
ン
の
時
代
と
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
ラ
ス
キ
ン
が
提
示
し
た
こ
の
問
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
貧
富
の
差
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
あ
る
現

在
の
高
度
（
？
）
に
発
達
し
た
資
本
主
義
社
会
に
も
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
か
わ
か
み

　
た
け
し
・
北
海
学
園
大
学
人
文
学
部
教
授
）


