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愛
を
言
葉
に
出
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
人
に
は
難
し
い
。
こ
の
表
現
の
形
式
は
む
か
し
か

ら
内
へ
押
し
隠
さ
れ
て
来
た
の
が
習
慣
だ
か
ら
、
愛
情
を
覚
え
る
と
法
が
な
く
た
だ
も
じ
も
じ
と
し
て
羞

ら
う
だ
け
だ
。
日
本
に
愛
を
感
じ
る
か
感
じ
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
答
え
は
誰
も
同
じ
と
し
て
も
表
現

が
難
事
で
あ
る
。
よ
く
世
間
に
あ
る
父
親
の
よ
う
に
自
分
の
息
子
を
可
愛
く
な
い
と
い
う
顔
つ
き
だ
け
人

前
で
し
て
み
せ
て
、
内
心
そ
っ
と
夜
の
夜
中
に
反
り
返
っ
て
寝
て
い
る
不
行
儀
な
息
子
に
蒲
団
を
か
け
て

や
る
よ
う
に
、
日
本
と
い
う
自
分
の
国
に
対
し
て
も
同
様
な
場
合
が
必
ず
し
も
な
い
で
は
な
い
。

　
殊
に
知
識
階
級
の
中
に
は
、
お
れ
は
日
本
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
顔
つ
き
は
、
人
前
だ
け
で
は
し
た
く

な
い
と
い
う
羞
し
さ
が
眼
に
見
え
て
あ
る
。
こ
れ
が
幾
年
と
な
く
続
く
と
、
後
か
ら
来
る
青
年
が
真
面
目

に
そ
の
表
情
を
信
じ
て
、
だ
ん
だ
ん
先
輩
の
表
情
そ
の
ま
ま
を
心
の
中
に
植
え
つ
け
て
し
ま
い
、
心
も
顔

と
一
つ
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
気
が
つ
い
て
周あ
章わ
て
た
者
と
、
い

つ
の
間
に
か
自
分
も
そ
の
よ
う
な
青
年
と
一
つ
に
な
り
、
あ
く
ま
で
人
間
的
な
内
面
の
愛
情
と
い
う
心
理

を
押
し
隠
そ
う
と
努
め
つ
つ
、
こ
れ
こ
そ
時
代
が
進
ん
だ
証
拠
だ
と
思
う
も
の
と
、
ま
た
時
と
し
て
、
人

間
の
心
理
な
ど
と
い
う
も
の
が
世
界
に
利
益
を
与
え
た
こ
と
が
あ
る
も
の
か
、
知
性
と
い
う
こ
れ
こ
そ
利

益
を
与
え
る
も
の
だ
と
確
信
を
い
だ
い
た
一
群
の
者
と
、
何
事
も
た
だ
科
学
科
学
と
い
う
一
手
の
押
し
で

3



押
し
ま
く
っ
て
来
た
者
と
の
対
立
が
、
こ
の
ご
ろ
の
紛
々
た
る
世
情
に
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
、
考
え
れ

ば
ま
た
こ
の
闇
に
い
ろ
い
ろ
な
近
代
性
の
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
発
見
出
来
る
。
知
性
の
改
造
と
い

う
心
理
的
な
要
求
の
叫
ば
れ
て
来
た
の
も
こ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
日
あ
る
日
曜
日
に
子
供
を
二
人
つ
れ
て
動
物
園
を
見
に
行
っ
た
。
家
内
も
行
き
た
い
と
言
っ
た
が
、

今
日
だ
け
は
来
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
私
一
人
で
出
か
け
て
み
た
。
日
曜
日
の
こ
と
と
て
大
人
と
子
供

で
園
内
は
ご
っ
た
返
し
て
い
た
の
で
、
動
物
を
見
る
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
。
二
人
の
子
供
が
人
垣
の

中
を
か
い
潜
り
、
勝
手
に
見
た
い
動
物
の
方
へ
別
々
に
駈
け
て
行
く
の
で
、
ま
る
で
私
は
子
供
の
番
に
来

た
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
長
男
の
方
に
五
十
銭
を
握
ら
せ
、
も
し
お
前
は
は
ぐ
れ
て
帰
れ

な
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
お
金
で
一
人
帰
っ
て
来
る
よ
う
と
言
い
き
か
せ
て
か
ら
、
次
男
だ
け
の
見
張
り
に

意
を
用
い
た
。
す
る
と
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
私
も
気
楽
に
な
り
、
自
分
の
神
経
の
統
制
も
取
れ
て
来
た
。

一
番
危
い
も
の
だ
け
を
守
る
工
夫
と
い
う
も
の
は
、
危
く
な
い
者
だ
け
を
自
由
に
す
る
方
法
以
外
に
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
考
え
れ
ば
自
分
が
気
楽
に
な
り
た
い
か
ら
だ
。
私
は
子
供
た
ち
の
見
た
い
も
の
を
自
由

に
見
さ
せ
て
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
で
は
分
裂
と
い
う
恐
る
べ
き
こ
と
を
予
想
す
る
。
不

幸
と
は
予
想
で
あ
る
と
い
う
心
理
学
の
定
義
も
、
不
幸
と
い
う
も
の
の
限
界
を
よ
く
云
い
あ
て
た
言
葉
だ
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と
思
う
。
今
は
実
に
予
想
ば
か
り
が
人
々
の
脳
中
を
引
っ
掻
き
廻
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
も
し
こ
の
戦

争
に
負
け
た
な
ら
、
直
ち
に
日
本
は
勝
っ
た
異
国
か
ら
武
器
製
造
の
禁
止
に
あ
う
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の

反
抗
す
る
度
に
、
無
手
に
さ
れ
た
日
本
の
上
に
毒
瓦
斯
が
撒
か
れ
る
だ
ろ
う
。
武
器
が
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
は
五
代
十
代
は
殺
さ
れ
続
け
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
　
と
こ
の
よ
う
に
思
い
始

め
る
と
、
私
は
人
間
永
遠
の
理
想
と
い
う
こ
と
は
ま
た
自
ら
別
の
問
題
と
し
て
、
世
界
の
文
化
を
守
れ
、

世
界
の
知
性
を
守
れ
と
の
み
一
図
に
心
の
中
で
言
っ
て
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
、
ペ
ン

を
持
つ
者
が
う
っ
か
り
し
て
こ
の
予
想
の
不
幸
を
書
こ
う
も
の
な
ら
、
こ
奴
は
知
性
が
な
い
と
言
わ
れ
る

無
反
省
も
文
化
と
い
う
も
の
の
中
に
は
あ
る
。

　
こ
れ
が
い
っ
た
い
文
化
と
い
う
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
疑
い
さ
え
と
き
ど
き
私
に
は
起
る
の
だ
が
、
た

し
か
に
文
化
の
中
に
は
頽
廃
の
誇
り
と
な
る
エ
ジ
プ
ト
以
来
の
野
蛮
な
面
も
、
同
時
に
含
み
流
さ
れ
て
来

て
い
る
こ
と
に
も
気
附
い
て
来
る
。
ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
ロ
ー
マ
時
代
へ
か
け
て
の
大
人
物
の
多
く
は
、

一
度
は
必
ず
エ
ジ
プ
ト
へ
旅
行
し
て
か
ら
後
、
何
事
か
を
感
じ
て
世
の
表
面
へ
出
て
い
っ
て
い
る
が
、
当

時
彼
ら
は
エ
ジ
プ
ト
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
か
し
の
エ
ジ
プ
ト
は
今
の
と

お
よ
そ
違
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
け
れ
ど
も
、
あ
の
沙
漠
の
中
に
立
っ
て
い
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の

顔
だ
け
は
今
も
昔
も
変
り
は
あ
る
ま
い
。
あ
の
顔
の
中
の
口
つ
き
は
特
に
笑
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
に
も
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拘
ら
ず
、
見
て
い
る
と
矢
張
り
ど
こ
と
な
く
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
来
る
。
こ
ち
ら
の
見
方
の
心
に

相
似
し
て
ど
の
よ
う
に
も
見
え
る
微
笑
で
あ
る
と
こ
ろ
は
、
何
と
な
く
ダ
・
ビ
ン
チ
の
モ
ナ
・
リ
ザ
の
微

笑
と
も
よ
く
似
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
私
に
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
リ
ザ
は
ス
フ
ィ
ン
ク

ス
を
真
似
し
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
て
来
て
な
ら
な
い
。
私
は
二
つ
と
も
実
物
を
つ
く
づ
く
見
た
の
だ
が
、

あ
の
微
笑
は
た
し
か
に
科
学
精
神
の
微
笑
で
あ
る
。
論
理
の
微
笑
で
あ
る
。
一
つ
は
人
面
獣
身
で
あ
り
他

の
一
つ
は
女
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
事
か
こ
こ
に
は
物
と
い
う
も
の
の
本
態
を
な
す
無
意
識
な
豊
か
さ

が
、
実
物
の
体
積
と
な
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
体
積
の
微
笑
は
見
る
も
の
を
し
て
、
お
前
た
ち

何
を
考
え
た
っ
て
知
れ
て
る
ぞ
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
周
囲
で
エ
ジ
プ
ト
は
ア
ッ
シ

リ
ヤ
か
ら
攻
め
込
ま
れ
、
一
戦
を
も
交
え
ず
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
エ
ジ
プ
ト
の
内

部
の
知
識
階
級
が
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
そ
の
ま
ま
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
勝
つ

も
の
を
し
て
勝
た
し
め
よ
と
言
っ
て
い
る
一
つ
の
大
き
な
人
面
獣
身
の
微
笑
が
、
当
時
の
人
心
に
乗
り
移

っ
た
の
は
、
形
の
心
に
及
ぼ
す
不
思
議
さ
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
ロ
ー
マ
へ
か
け
て
の
偉
人
た
ち
は
皆

こ
の
顔
を
眺
め
て
本
国
へ
帰
り
、
そ
れ
ぞ
れ
国
民
に
微
笑
の
本
質
を
教
え
、
一
時
は
あ
の
絢
爛
豊
満
な
黄

金
時
代
を
現
出
さ
せ
た
。
遺
憾
な
く
延
び
満
ち
る
姿
の
恐
怖
と
い
う
も
の
も
、
あ
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
笑

い
の
中
に
は
火
を
見
る
ご
と
く
無
気
味
な
表
情
で
漂
っ
て
い
る
。
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私
は
科
学
の
象
徴
で
あ
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
背
景
と
し
て
写
真
を
撮
る
気
持
ち
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

人
間
を
象
徴
し
て
い
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
後
ろ
に
し
て
一
枚
撮
っ
て
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
写
真
は

今
も
と
き
ど
き
取
り
出
し
て
眺
め
る
の
が
私
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の

顔
を
見
て
い
る
と
、
歴
史
と
い
う
も
の
の
不
思
議
さ
や
、
ま
た
そ
の
深
さ
広
さ
と
い
う
も
の
の
計
り
難
さ

に
つ
い
て
さ
ら
に
魅
惑
を
感
じ
て
来
る
。
私
か
ら
は
歴
史
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
々
見
た
り
聞
い

た
り
し
て
い
る
現
実
の
世
界
以
外
に
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
空
々
漠
々
た
る
も
の
の
中
に

歴
史
と
い
う
文
字
を
打
ち
立
て
て
み
る
と
、
そ
の
文
字
の
中
軸
と
し
て
二
つ
の
姿
が
浮
ん
で
来
る
。
一
つ

は
地
中
海
の
文
化
の
中
心
を
造
っ
て
い
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
白
々
し
い
微
笑
と
簡
素
な
伊
勢
大
廟
の
鳥
居

と
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
私
の
頭
の
中
に
あ
る
世
界
像
の
中
心
と
し
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
得
体
の
知

れ
ぬ
も
の
を
考
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
現
在
生
き
て
い
る
自
分
が
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
真
下
に
立
っ
て
写
真

を
撮
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
東
西
人
の
生
命
力
の
相
違
と
い
う
人
間
の
力
を
異
国
に
い
て
感
じ
る
好

都
合
の
場
所
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
思
う
と
、
当
然
私
の
思
い
は
自
分
の
故
里
を
懐
し
み
、
両
親
や

友
人
知
人
や
妻
子
を
安
全
に
生
活
せ
し
め
、
こ
れ
を
護
っ
て
く
れ
る
人
々
に
先
ず
何
よ
り
あ
ら
た
め
て
謝

せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
世
界
と
言
い
、
人
類
と
言
い
、
人
間
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
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の
下
で
は
、
人
間
の
顔
が
私
に
は
自
分
の
妻
子
や
友
人
知
人
の
顔
ば
か
り
と
な
っ
て
よ
り
浮
ん
で
来
な
か

っ
た
。
日
本
人
は
「
自
分
の
こ
と
」
を
考
え
る
場
合
に
も
、
「
自
分
の
み
」
に
つ
い
て
は
絶
対
に
考
え
る

も
の
で
は
な
い
。
外
国
人
と
い
う
も
の
は
こ
の
よ
う
な
と
き
で
も
、
自
分
一
個
の
姿
よ
り
考
え
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
程
度
ま
で
真
似
す
る
要
が
あ
る
の
か
私
に
は
未
だ
に
分
ら
ぬ

所
で
あ
る
。

　
他
人
が
一
度
考
え
つ
い
た
こ
と
を
ふ
と
、
ま
た
後
か
ら
自
分
が
考
え
つ
く
と
、
物
を
書
く
も
の
は
困
る

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
ま
た
誰
も
彼
も
共
同
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
た
め
に
一
層
魅
力
を
増
す
こ

と
も
あ
る
。
三
木
清
氏
は
「
現
代
日
本
に
於
け
る
世
界
史
の
意
義
」
と
い
う
改
造
の
文
章
の
中
で
、
「
理

論
上
の
誤
謬
は
ま
た
究
極
に
お
い
て
実
践
上
の
成
功
を
齎
ら
し
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
、

世
界
の
歴
史
に
於
て
は
結
局
は
論
理
が
勝
つ
も
の
だ
と
言
う
意
味
を
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
し
く
ま
た

こ
の
評
論
は
堂
々
と
し
て
明
快
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
一
つ
の
た
め
に
、
ど
ん
な
に
多
く
の
も
の
が
困

り
果
て
疲
れ
果
て
た
か
と
い
う
こ
と
も
、
作
家
は
一
度
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
ま
だ
論
理
は

新
し
い
心
理
と
い
う
導
入
物
を
混
じ
て
つ
づ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
以
前
は
論
理
と
心
理
と
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
違
い
、
こ
の
二
つ
の
内
面
の
作
用
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
交
渉
を
保
つ
も
の
か
と
考
え
つ
づ
け
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た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
い
つ
の
間
に
か
私
の
考
え
の
範
囲
か
ら
脱
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
何
事

か
ど
こ
か
で
ご
た
ご
た
と
問
題
が
起
っ
て
い
る
と
き
、
ふ
と
見
る
と
も
な
く
覗
い
て
見
る
と
、
定きま
っ
て
相

互
の
も
つ
れ
は
論
理
と
心
理
の
判
断
の
つ
か
ぬ
分
れ
目
で
行
わ
れ
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
政
治
が
ぬ
っ
と
こ

の
間
に
巨
大
な
顔
を
出
し
て
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
と
心
理
の
分
れ
目
は
そ
れ
な
ら
い
っ
た
い
ど

こ
で
判
断
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
疑
問
は
恐
ら
く
多
く
の
有
能
な
人
々
か
ら
あ
る
準
備
を
も

っ
て
、
賢
明
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
来
た
疑
問
と
思
う
が
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
て
世
界
像
と
い
う
も
の
は
人

々
の
脳
中
で
し
っ
か
り
と
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
現
実
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
も
肉
を
も

っ
て
は
成
り
立
た
ぬ
。

　
ひ
そ
か
に
人
に
分
っ
て
い
る
こ
と
は
、
殊
さ
ら
言
わ
な
く
た
っ
て
誰
に
だ
っ
て
分
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
と
い
う
言
い
方
は
、
論
理
で
は
な
い
。
こ
れ
は
明
か
に
心
理
の
問
題
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
こ
の
名
状

す
べ
か
ら
ざ
る
心
理
上
の
暗
黙
の
微
笑
が
、
論
理
と
い
う
公
明
な
も
の
の
中
間
に
存
在
し
つ
つ
、
自
由
自

在
に
動
い
て
い
る
。
広
大
な
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
作
家
は
こ
の
広
大
な
揺
れ
動
く
世
界
に
立
っ
て
動

か
ぬ
頂
上
の
論
理
を
眺
め
、
実
は
論
理
も
動
か
ぬ
な
が
ら
中
心
の
軸
を
移
行
さ
せ
つ
つ
、
形
を
崩
さ
ぬ
雲

の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
も
の
だ
と
観
測
す
る
。
科
学
の
歴
史
や
文
芸
の
歴
史
、
そ
の
他
哲
学
の
歴
史
な
ど

に
し
て
も
、
私
は
よ
く
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
が
、
私
の
見
た
限
り
で
は
こ
の
中
の
軸
の
持
ち
手
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は
、
論
理
家
と
心
理
家
と
の
二
旗
手
に
よ
っ
て
廻
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
論
理
家
ば
か
り
が
論
理
を

持
っ
て
廻
っ
た
国
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
し
て
も
ギ
リ
シ
ャ
に
し
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
、
ペ
ル
シ
ャ
、
印
度
、
サ
ラ

セ
ン
、
ロ
ー
マ
、
と
見
て
も
殆
ど
皆
滅
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
な
お
且
こ
れ
ら
の
論
理
の
旗
手
た
ち
は
、

国
は
滅
亡
し
よ
う
と
も
、
文
化
財
を
彼
ら
は
後
世
の
旗
手
に
渡
し
た
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
論
理
を
持

つ
。
し
か
し
、
国
家
と
い
う
も
の
は
滅
ぼ
し
て
も
良
い
と
主
張
す
る
論
理
を
後
世
へ
伝
え
る
人
間
の
行
為

が
、
果
し
て
健
全
な
心
理
を
も
同
時
に
後
世
へ
伝
え
た
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ

れ
が
作
家
の
最
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
と
な
る
。
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
の
微
笑
の
前
で
常
に
人
間
は
二
方

に
別
れ
て
歩
ん
で
来
た
。
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
で
あ
る
。

　
健
全
な
精
神
と
い
う
こ
と
は
何
ご
と
も
論
理
に
従
い
、
熱
情
を
そ
れ
に
注
ぎ
込
み
、
科
学
を
無
上
の
精

神
的
風
貌
だ
と
念
じ
る
こ
と
だ
と
、
地
中
海
を
中
心
に
し
た
文
化
の
代
々
の
教
師
は
教
え
て
来
た
。
こ
れ

が
間
違
い
だ
と
教
え
る
こ
と
は
先
ず
科
学
で
は
何
人
も
不
可
能
だ
。
し
か
し
、
道
理
と
論
理
と
は
自
ら
違

う
。
道
理
は
論
理
を
も
と
き
に
は
間
違
い
と
正
す
、
東
洋
生
活
の
判
断
力
で
あ
る
。
生
活
の
判
断
と
い
う

も
の
は
、
心
理
が
中
軸
を
な
し
つ
つ
論
理
と
い
う
魔
力
の
無
限
に
行
う
破
壊
を
看
視
す
る
能
力
で
あ
る
こ

と
は
、
人
々
は
生
活
を
し
て
感
じ
て
来
た
。
人
々
は
国
家
の
中
に
い
る
と
き
に
は
と
き
と
し
て
国
家
を
忘

れ
る
が
、
国
家
の
危
機
に
際
し
て
は
、
こ
れ
を
滅
ぼ
す
も
の
と
善
戦
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
来
た
伝
統
の
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心
理
を
感
じ
る
。
こ
の
場
合
世
界
史
の
立
場
か
ら
日
本
の
精
神
を
見
な
け
れ
ば
、
論
理
の
誤
謬
に
な
る
と

い
う
観
念
は
そ
れ
は
哲
学
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
文
学
で
は
な
い
。
文
学
は
哲
学
に
負
け
る
べ
き
か
ど
う
か

は
私
の
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
文
学
に
は
文
学
独
自
の
哲
学
の
あ
る
こ
と
は
、
文
学
者
で
あ
る
限
り
何
人

も
疑
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
文
学
の
中
の
哲
学
と
哲
学
の
中
の
文
学
と
は
違
っ
て
い
る
と
思
う
。
少
く
と
も
文
学
の
中
の
哲
学
は
、

論
理
そ
の
も
の
の
素
質
の
中
に
包
含
せ
ら
れ
て
い
る
不
用
意
と
盲
点
と
を
油
断
な
く
点
検
す
る
こ
と
で
あ

る
。
論
理
の
中
か
ら
盲
点
を
発
見
す
る
意
識
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
は
文
学
者
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
近
ご
ろ
の
文
芸
評
論
家
に
心
理
家
の
多
く
な
っ
て
来
た
こ
と
も
、
論
理
の
こ
の
盲
点
の
点
検

家
を
社
会
が
必
要
と
し
て
来
た
結
果
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
が
、
し
か
し
、
近
年
最
も
作
家
の
成
長
力
を

迷
わ
せ
た
も
の
も
、
同
時
に
作
家
の
内
部
に
あ
る
自
意
識
と
い
う
武
器
で
あ
っ
た
。

　
自
分
一
人
に
と
っ
て
、
絶
対
確
実
に
誤
り
で
な
い
も
の
と
信
じ
得
ら
れ
る
こ
の
興
味
あ
る
武
器
を
、
一

つ
ず
つ
人
々
が
持
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
事
実
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
人
々
が
興
味
を
感
じ
、
こ
れ
の
み
に

真
を
置
く
と
き
、
人
間
の
行
為
は
秩
序
と
い
う
美
を
構
成
し
な
い
。
構
成
の
な
い
自
意
識
が
た
と
い
真
で

あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
た
だ
真
で
あ
る
だ
け
で
価
値
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
意
識
の
整
理
の
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用
が
発
生
し
て
来
た
。
作
家
の
世
界
像
と
い
う
観
念
構
成
に
関
す
る
希
い
は
、
こ
の
意
識
の
整
理
の
必
要

か
ら
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
近
来
の
作
家
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ

と
い
う
も
の
は
、
整
理
の
必
要
と
い
う
モ
チ
ー
ヴ
か
ら
起
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
先
日
、
志
賀
直
哉
氏
と
長
与
善
郎
氏
と
の
読
売
紙
上
の
会
話
の
中
で
、
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
も
モ
チ
ー
ヴ

が
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
作
品
を
作
れ
な
い
と
い
う
言
葉
が
、
両
氏
の
口
か
ら
出
て
い
た
の
を
私
は
読
ん

だ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
近
ご
ろ
の
作
家
は
モ
チ
ー
ヴ
が
生
じ
て
テ
ー
マ
が
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

テ
ー
マ
に
モ
チ
ー
ヴ
が
造
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
見
解
の
相
違
が
明
か

に
感
じ
ら
れ
る
。
菊
池
寛
氏
は
テ
ー
マ
が
な
け
れ
ば
小
説
が
書
け
ぬ
と
主
張
し
た
こ
と
は
、
今
な
お
有
名

な
文
学
上
の
事
実
で
あ
る
が
、
全
く
志
賀
氏
と
は
反
対
の
こ
の
事
件
は
、
我
国
の
文
学
に
と
っ
て
は
重
要

な
対
立
を
な
す
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の
対
立
の
結
果
は
、
「
菊
池
寛
の
文
学
は
、
功
よ
り
罪
が
多
い
」
と

い
う
志
賀
氏
の
攻
撃
と
な
っ
て
最
近
に
現
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
テ
ー

マ
は
各
作
家
の
世
界
像
と
い
う
モ
チ
ー
ヴ
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
近
代
作
家
と
は
限
ら
ず

本
来
作
家
の
モ
チ
ー
ヴ
の
中
に
は
、
す
で
に
テ
ー
マ
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
モ
チ
ー

ヴ
す
な
わ
ち
テ
ー
マ
と
解
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
こ
そ
、
客
観
す
る
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
の
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特
長
も
出
る
。
運
筆
の
途
上
、
一
字
一
句
に
テ
ー
マ
の
全
体
は
何
ら
か
の
形
で
現
れ
、
ま
た
そ
れ
を
意
識

し
な
け
れ
ば
、
仕
事
の
進
行
と
い
う
発
展
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
発
展
の
過
程
に
於
て
は
、
作
家
の

頭
の
中
で
は
見
て
来
た
世
界
の
記
憶
が
、
見
て
来
た
ま
ま
に
は
出
ず
、
記
憶
の
背
景
と
な
っ
て
歴
史
を
潜

ま
せ
て
現
れ
る
。
こ
こ
に
す
べ
て
構
想
と
い
う
新
し
い
現
実
が
形
造
ら
れ
る
と
思
う
が
、
し
か
し
、
こ
の

内
面
の
作
用
は
単
に
た
だ
作
家
の
み
と
は
限
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
家
以
外
の
い
か
な
る
人
も
ま
た

こ
の
自
身
の
頭
の
作
用
か
ら
逃
げ
ら
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
と
い
う
す
べ
て
の
人
物

は
小
説
中
の
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
小
説
を
造
る
人
物
で
も
あ
る
理
由
が
こ
こ
に
生
じ
、
小
説
が
世
の

中
か
ら
滅
び
な
い
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
読
者
が
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
読
む
と
い
う
動
作
を
必
ず
誰
も
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
作
は
、
読

む
者
に
自
分
の
世
界
像
と
作
者
の
世
界
像
と
の
落
差
を
計
ら
せ
て
い
る
動
作
で
あ
り
、
ま
た
各
人
の
脳
中

に
あ
る
歴
史
が
、
作
家
の
歴
史
像
と
闘
い
つ
つ
あ
る
刹
那
で
も
あ
る
。
一
個
の
人
間
が
自
分
の
脳
中
の
歴

史
を
尽
く
馳
せ
参
じ
さ
せ
つ
つ
あ
る
時
間
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
時
間
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
作
者
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
読
む
者
と
読
ま
す
も
の
の
時
間
を
、
同
時
に
二
つ
考
え
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
、
幾
分
誇
張
を
し
て
言
え
ば
作
者
は
科
学
も
哲
学
も
ま
た
同
時
に
行
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
文
学
上
の
世
界
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
中
で
は
、
原
因
と
結
果
が
絶
え
ず
衝
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突
し
合
い
、
新
し
く
生
じ
た
結
果
が
さ
ら
に
新
な
原
因
と
な
り
、
原
因
と
結
果
の
間
に
ま
た
無
数
の
過
去

の
原
因
と
結
果
が
前
後
し
つ
つ
ひ
し
め
き
合
い
崩
れ
合
う
。
自
然
律
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
と
き
は
た
だ

触
媒
と
い
う
心
理
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
論
理
は
す
べ
て
こ
の
と
き
に
は
心
理
に
変
化
し
て
生
活
を

行
う
。
こ
れ
は
疑
う
こ
と
の
出
来
ぬ
小
説
内
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
物
を
書
き
ま
た
考
え
る
人
間
は
、
そ
の
も
の
が
生
活
し
て
い
る
国
土
と
種
族
の
精
神
を
基
本
と
し
て
、

物
を
書
き
考
え
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
否
定
し
よ
う
と
も
事
実
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
に
生

き
て
い
る
以
上
、
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
こ
れ
と
は
一
見
逆
な
主
題
が
出

て
来
て
い
る
。
世
界
史
に
於
け
る
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
資
本
主
義
の
も
ろ
も
ろ
の
矛
盾
を
い

か
に
克
服
す
る
か
と
考
え
な
い
な
ら
ば
、
真
に
そ
れ
は
世
界
史
的
な
課
題
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
た
だ

東
洋
的
意
味
よ
り
持
た
ぬ
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
（
三
木
清
氏
説
）
私
は
こ
れ
を
も
ま
た
正
当
な
説
と
思

う
。
三
木
氏
の
言
う
ご
と
く
「
も
し
東
洋
の
統
一
が
真
に
世
界
史
的
な
課
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
今
日
極
め
て
重
要
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
資
本
主
義
の
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
資
本

主
義
の
諸
矛
盾
を
如
何
に
し
て
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の
段
階
に
お
け
る
世
界
史
の
最
大
の

課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
解
決
に
対
す
る
構
想
な
し
に
は
、
東
洋
の
統
一
と
い
う
こ
と
も
真
に
世
界
史
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的
な
意
味
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
」
　
　
わ
れ
わ
れ
は
東
洋
人
で
は
あ
り
た
い
し
、
世
界
史
的

な
考
え
方
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
と
い
う
現
代
人
の
苦
み
も
、
論
理
と
い
う
表
現
を
と
れ
ば
、
三
木
氏

の
言
葉
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
と
な
る
こ
と
に
私
は
注
意
し
た
い
の
だ
。
作
家
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

専
門
外
の
論
理
の
問
題
か
ら
視
線
を
反
ら
せ
、
文
学
内
の
問
題
に
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
空
虚
で
あ
る
と
い

う
、
伊
藤
整
氏
の
日
ご
ろ
の
言
説
は
、
常
に
新
鮮
な
問
題
を
呈
出
す
る
こ
と
を
怠
ら
ず
、
ま
た
明
快
な
解

説
を
時
と
場
所
と
に
従
っ
て
す
る
こ
の
俊
敏
な
若
い
作
家
の
言
と
し
て
は
、
一
応
耳
を
傾
け
る
べ
き
要
件

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
三
木
氏
の
呈
出
し
た
重
要
な
こ
の
課
題
に
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
作
家
は
こ
れ
を

専
門
外
の
課
題
と
し
て
捨
て
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
。
も
し
そ
れ
な
ら
専
門
と
い
う
こ
と

は
、
悲
し
む
べ
き
充
実
で
あ
る
と
思
う
。
文
学
の
新
し
い
問
題
は
こ
こ
に
も
あ
る
。

　
文
学
の
問
題
と
い
う
も
の
は
た
だ
文
学
内
の
問
題
と
し
て
い
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
習
慣
の
悲
し

み
は
、
文
壇
の
悲
し
み
で
あ
っ
て
文
学
の
負
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
も
文
学
を
文
壇
の
習
慣
と
結

び
つ
け
な
け
れ
ば
生
棲
出
来
ぬ
因
循
さ
が
、
自
然
主
義
以
来
牢
固
と
し
て
脱
け
ず
、
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
も

モ
チ
ー
ヴ
が
な
け
れ
ば
仕
事
は
出
来
ぬ
と
い
う
完
成
に
ま
で
達
す
る
に
到
っ
た
。
そ
の
結
果
は
あ
る
見
事

な
一
部
の
結
実
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
自
分
の
私
生
活
を
書
く
以
外
に
テ
ー
マ
は
な
い
と
覚
悟
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す
る
見
解
を
も
植
え
つ
け
た
。
自
分
の
生
活
に
関
せ
ぬ
問
題
は
、
ど
の
よ
う
に
他
の
人
間
の
生
活
に
と
っ

て
重
要
で
あ
ろ
う
と
も
、
問
題
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
観
念
す
る
文
学
の
善
悪

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
幾
年
間
の
文
壇
の
中
心
問
題
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
に
人
々
は
身
辺
小
説
と
い
う
私

小
説
で
な
け
れ
ば
純
文
学
で
は
な
い
と
思
う
。
最
初
は
た
し
か
に
美
風
で
あ
っ
た
も
の
も
年
月
と
と
も
に

悪
風
と
な
っ
て
、
若
芽
を
押
し
潰
し
喰
い
潰
し
て
い
く
偏
見
と
さ
え
な
り
、
し
か
も
、
こ
れ
を
美
風
と
思

わ
せ
て
熄
ま
ぬ
猛
訓
練
　
　
こ
こ
に
は
た
し
か
に
も
早
や
芸
だ
け
あ
っ
て
文
学
は
な
く
な
っ
て
い
る
光
景

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
う
っ
か
り
作
家
が
口
を
辷
ら
せ
て
指
摘
す
る
と
、
蜂
の
巣
を
つ
突
い
た
よ

う
な
混
乱
を
ひ
き
起
す
恐
れ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
壇
と
い
う
垣
の
外
の
世
界
で
は
、
「
資
本
主
義
の

諸
矛
盾
を
如
何
に
し
て
克
服
す
る
か
と
い
う
世
界
史
の
最
大
の
課
題
」
の
大
風
が
吹
き
襲
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
経
済
の
問
題
か
ら
一
変
し
て
今
や
心
理
の
問
題
と
な
り
変
り
つ
つ
あ
る
。

　
勿
論
、
私
も
芸
で
世
界
史
最
大
の
課
題
に
飛
び
つ
く
元
気
は
な
い
。
し
か
し
、
文
学
も
ま
た
こ
の
世
界

史
最
大
の
課
題
に
頭
を
悩
ま
す
多
少
の
芸
を
発
見
す
べ
き
と
き
だ
と
も
思
う
。
こ
の
強
風
は
避
け
よ
う
と

し
て
も
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
ま
た
伝
統
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
、
お
前

は
知
性
も
な
い
癖
に
何
を
好
ん
で
頭
を
悩
ま
す
の
だ
と
い
う
、
受
け
よ
う
に
も
受
け
止
め
難
い
日
本
刀
の
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一
太
刀
も
浴
び
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
に
こ
の
知
性
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
が
出
始
め
て
以
来
と
い
う
も

の
は
、
い
か
な
る
存
在
に
対
し
て
も
反
抗
せ
よ
と
い
う
意
味
に
転
じ
て
来
て
、
誰
も
こ
れ
に
は
悩
ま
さ
れ

た
。
し
か
し
、
正
直
に
肚
の
中
を
打
ち
割
っ
て
、
こ
の
世
界
史
最
大
の
課
題
に
心
を
悩
ま
し
て
い
な
い
文

学
者
は
近
ご
ろ
一
人
で
も
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
何
事
も
黙
っ
て
黙
っ
て
と
静
止
す
る
傍
ら
、
ふ
と
考

え
る
と
、
ま
た
忽
ち
も
く
も
く
と
こ
れ
が
胸
を
突
き
上
げ
て
来
る
。
こ
れ
は
論
理
で
は
な
く
心
理
で
あ
る
。

知
性
で
は
な
く
直
感
で
あ
る
。
心
理
で
あ
り
直
感
で
あ
る
か
ら
は
少
く
と
も
作
家
の
本
職
で
あ
り
、
こ
れ

を
眺
め
暮
し
て
表
現
の
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
義
務
で
も
あ
る
。
文
学
の
中
の
哲
学
と
は
知
性
の
有

無
で
は
な
く
こ
の
義
務
観
念
の
表
現
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　
去
年
の
暮
の
二
十
日
に
私
は
伊
勢
神
宮
へ
お
参
り
し
た
。
特
別
に
理
屈
を
つ
け
て
参
拝
し
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
し
か
し
、
知
識
階
級
の
人
々
に
こ
れ
を
打
ち
あ
け
る
に
は
、
何
事
か
理
屈
を
つ
け
て
話
さ
ね
ば

通
用
し
な
い
世
の
中
に
、
い
つ
の
間
に
か
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
は
長
い
間
父
の
墓
参
も
せ
ず
、
キ

リ
ス
ト
の
立
場
を
説
い
た
精
神
が
世
界
史
的
立
場
か
ら
物
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
時
代
を
通

り
、
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
か
ら
見
る
立
場
が
世
界
史
的
立
場
と
な
る
に
及
ん
で
驚
い
て
考
え
込
み
、
さ
ら
に

移
っ
て
構
想
力
の
完
備
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
か
ら
見
る
立
場
が
、
世
界
史
的
立
場
と
な
り
変
っ
て
か
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ら
は
、
な
か
な
か
こ
れ
に
も
ま
た
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
こ
れ
は
私
に
は
面
白
か
っ

た
の
だ
。
私
は
入
り
来
る
も
の
は
分
ろ
う
と
分
る
ま
い
と
、
自
分
に
飲
み
込
め
る
ま
で
は
こ
れ
か
ら
放
れ

る
こ
と
の
出
来
ぬ
性
質
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
性
と
い
う
完
備
に
完
備
を
重
ね
た
精

緻
な
構
成
物
が
、
恰
も
全
く
別
の
自
然
物
の
よ
う
に
、
人
間
の
脳
中
で
張
り
わ
た
り
、
こ
れ
以
上
の
知
性

の
網
は
論
理
を
崩
す
以
外
に
方
法
は
あ
る
ま
い
と
嗅
ぎ
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
か
ら
は
、
一
層
私
の

眼
に
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
怪
貌
が
鮮
や
か
に
浮
き
上
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
く
あ
の
地
中
海
を
包

ん
だ
文
化
の
中
で
は
、
固
り
つ
い
た
論
理
と
い
う
形
式
は
、
不
断
に
動
い
て
や
ま
ぬ
柔
軟
な
自
然
と
い
う

外
界
を
縛
る
た
め
に
は
、
も
早
や
固
り
す
ぎ
て
流
れ
に
応
じ
る
術
を
失
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、

自
然
と
い
う
事
物
は
論
理
と
は
反
対
に
ひ
と
り
勝
手
に
流
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
彼
ら
の
論
理
に
は
お
構
い

な
し
に
流
れ
る
か
ら
、
人
間
は
固
っ
た
脳
中
の
思
想
と
流
れ
る
自
分
の
足
と
を
逆
に
動
か
さ
ね
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
始
末
に
負
え
ぬ
問
題
と
は
、
資
本
主
義
の
矛
盾
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い

う
世
界
史
的
課
題
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
適
当
に
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
こ
れ
を
文
学
的
に
見

る
と
、
或
い
は
そ
れ
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
論
理
が
役
に
立

た
な
く
な
っ
た
騒
ぎ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
論
理
が
ど
の
よ
う
に
真
実
で
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
は
真
実
と
い
う

形
式
を
借
り
て
い
る
だ
け
で
、
た
し
か
に
ま
た
別
種
の
心
理
が
自
然
と
論
理
の
中
間
に
、
空
洞
を
造
っ
て
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方
向
を
決
め
る
こ
と
な
く
流
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
む
か
し
か
ら
論
理

が
表
面
に
突
き
立
っ
て
役
に
立
っ
た
た
め
し
が
殆
ど
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
常
に
論
理
よ
り
も
人
間
そ
の

も
の
の
道
理
が
表
に
立
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
苦
痛
な
こ
と
に
は
日
本
人
と
い
え
ど
も
延
び

ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
の
延
び
る
行
く
先
き
が
、
資
本
主
義
の
矛
盾
を
い
か
に
論
理
的
に
克
服
す
る
か

と
い
う
世
界
史
的
課
題
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
当
然
ま
た
こ
こ
に
一
考
す
べ
き
重
要
な
こ
と
が
生
じ
て
来
る
。

こ
の
課
題
は
、
も
早
や
日
本
人
の
互
の
内
部
で
何
ら
か
の
形
で
整
理
が
つ
い
た
後
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

何
ら
か
の
形
で
自
然
に
整
理
の
つ
い
た
課
題
を
引
き
出
し
、
再
び
こ
れ
に
論
理
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
う
苦
心
の
後
に
は
、
お
よ
そ
誰
に
も
想
像
出
来
る
人
間
と
い
う
非
論
理
な
問
題
に
及
ば
ざ
る
を
得
な

い
。

　
論
理
の
た
め
に
頭
と
足
と
を
逆
に
し
て
歩
い
て
い
る
人
間
に
は
、
人
間
の
生
命
力
の
不
思
議
さ
を
示
す

以
外
に
法
は
つ
か
ぬ
。
少
し
突
然
で
あ
る
が
、
橙
は
初
め
は
青
く
次
ぎ
に
は
黄
色
く
な
る
と
、
ま
た
も
う

一
度
そ
の
同
じ
橙
が
青
く
な
っ
て
い
っ
て
地
に
落
ち
な
い
。
こ
こ
に
は
特
別
の
論
理
が
あ
る
。
こ
の
橙
の

強
い
生
命
力
は
他
の
蜜
柑
と
違
う
と
こ
ろ
で
、
日
本
人
は
昔
か
ら
ダ
イ
ダ
イ
と
称
し
て
喜
び
正
月
に
は
門

口
へ
飾
っ
て
来
た
。
一
度
も
負
け
ず
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
民
族
に
は
、
負
け
た
り
滅
ぼ
さ
れ
た
り
し

た
国
の
手
法
は
あ
る
限
度
に
於
て
の
み
効
力
を
持
つ
だ
け
だ
。
人
間
は
他
人
の
手
前
自
分
の
特
長
を
考
え
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な
い
工
夫
を
急
い
で
す
る
要
は
な
い
。
日
本
主
義
、
新
日
本
主
義
の
い
う
主
張
も
一
応
は
考
え
な
け
れ
ば
、

容
易
に
近
代
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
時
期
を
来
さ
せ
な
い
と
思
う
。
黄
色
く
な
っ
た
橙
に
再
び
青
さ

を
与
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
非
論
理
の
科
学
の
作
用
も
自
然
は
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
今
ま
で
か
ら
で
も
人
々
の
書
く
論
調
が
、
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
人
間
の
問
題
に
向
い
て
来
た
と
い
う
風

潮
に
な
る
と
、
ど
こ
と
な
く
人
々
の
顔
色
に
元
気
が
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
様
な
問
題
も
ま

た
い
つ
の
間
に
か
消
え
て
し
ま
っ
て
、
依
然
と
し
て
論
理
で
な
け
れ
ば
、
科
学
で
な
け
れ
ば
、
人
間
は
進

歩
し
な
い
と
言
う
主
張
が
現
れ
る
と
、
人
間
の
色
は
再
び
ど
こ
へ
か
消
え
て
し
ま
い
、
人
々
の
頭
を
目
刺

の
よ
う
に
貫
き
通
し
た
公
式
が
行
儀
よ
く
死
体
を
並
べ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
竹
串
か
ら
脱
れ
る
方
法
は
、
竹
串
の
腐
る
の
を
待
つ
よ
り
手
段
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
先
ず

こ
れ
に
刺
さ
れ
た
ま
ま
じ
っ
と
並
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
抗
す
る
と
非
科
学
的

に
な
り
不
合
理
を
愛
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
が
、
論
理
や
科
学
と
い
う
も
の
は
一
度
び
国
土
と
い

う
世
の
中
の
実
物
の
限
界
に
突
き
当
る
と
、
忽
ち
人
間
性
を
恢
復
す
る
。
国
土
が
人
間
性
を
恢
復
さ
せ
る

な
ら
、
論
理
も
国
土
の
精
神
を
何
ら
か
の
形
で
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
史
上
最
大
の
天
才
と
言
わ

れ
る
ア
ル
キ
メ
デ
ス
は
、
ロ
ー
マ
の
軍
隊
が
シ
シ
リ
ー
の
シ
ラ
ク
サ
の
城
を
攻
め
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
に
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極
力
反
抗
し
、
自
分
の
科
学
を
あ
ら
ゆ
る
武
器
に
応
用
し
た
。
殺
人
光
線
で
あ
る
火
鏡
を
発
明
し
て
は
敵

を
焼
き
、
起
重
機
を
造
っ
て
は
敵
艦
を
吊
り
上
げ
て
顛
覆
さ
せ
、
最
後
に
負
け
だ
と
分
る
と
万
事
人
間
的

行
為
を
捨
て
て
科
学
研
究
に
耽
り
つ
つ
、
ロ
ー
マ
の
一
兵
卒
に
殺
さ
れ
た
こ
と
は
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
だ

が
、
科
学
と
国
土
の
関
係
は
紀
元
前
二
百
五
十
年
の
昔
早
く
も
こ
の
天
才
の
生
涯
の
行
為
に
象
徴
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
風
呂
へ
入
っ
て
液
体
と
体
積
の
比
を
発
見
し
た
際
に
、
「
分
っ
た
。
」
と
叫

ん
だ
彼
の
有
名
な
ユ
ー
レ
カ
の
話
も
、
私
に
は
こ
の
国
土
と
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
分
っ
た
」
と
叫

ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
間
と
論
理
の
関
係
の
奥
の
手
を
解
決
し
た
叫
び
と
思
う
。
彼
は
殺

さ
れ
る
最
後
に
な
る
と
自
分
の
周
囲
に
円
を
描
き
、
殺
人
者
の
一
兵
卒
に
向
っ
て
、
汝
こ
こ
よ
り
入
る
勿

れ
、
我
の
血
は
こ
の
円
を
満
す
の
だ
と
言
い
終
る
や
否
や
、
一
刀
の
も
と
に
胸
を
刺
さ
れ
て
倒
れ
た
。
こ

れ
ほ
ど
明
瞭
に
科
学
の
意
志
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
も
の
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
し
か
も
、
論
理
は
こ
れ

を
さ
え
ま
だ
疑
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
言
い
難
い
微
笑
の
謎
が
あ
る
。

心
理
と
い
う
真
新
し
い
今
世
紀
の
問
題
も
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
呼
吸
を
つ
づ
け
て
来
て
い
る
の
に
相

違
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
文
学
の
発
祥
地
盤
だ
と
私
は
思
う
。
も
早
や
文
学
は
こ
の
底
辺
を
蹴
っ
て
浮

き
上
り
、
今
は
人
間
性
を
展
ら
く
ば
か
り
で
あ
る
。
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去
年
か
ら
今
年
へ
か
け
て
の
論
争
の
う
ち
、
科
学
主
義
か
文
学
主
義
か
と
い
う
文
学
界
の
座
談
会
ほ
ど

青
年
に
影
響
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
は
い
ろ
い
ろ
の
学
校
へ
話
し
に
呼
ば
れ
る
度
に

一
度
は
必
ず
訊
か
れ
る
共
通
の
こ
と
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
答
ば
か
り
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
。

し
か
し
、
文
学
主
義
と
い
う
の
は
つ
ま
り
は
人
間
主
義
の
別
名
に
す
ぎ
ぬ
。
科
学
主
義
か
人
間
主
義
か
と

問
い
詰
め
ら
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
主
義
で
あ
り
、
人
間
主
義
が
文
学
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る

か
を
問
わ
れ
る
な
ら
、
文
学
上
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
た
人
間
主
義
は
心
理
主
義
の
別
名
だ
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
と
い
え
ど
も
初
め
か
ら
人
間
と
放
れ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な

い
。
科
学
は
初
め
は
人
間
を
愛
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
科
学
は
自
身
の
発
展
す
る
興
味

に
つ
ら
れ
、
人
間
に
好
奇
心
を
満
足
せ
し
め
る
こ
と
が
、
人
間
を
愛
す
る
こ
と
だ
と
思
い
初
め
た
。
人
間

は
科
学
の
発
展
の
さ
ま
の
面
白
さ
に
、
科
学
こ
そ
わ
れ
わ
れ
を
満
足
せ
し
め
る
最
高
の
知
識
だ
と
信
じ
た
。

と
こ
ろ
が
、
人
間
を
愛
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
科
学
は
、
人
間
の
生
命
と
い
う
根
源
物
に
対
し
て

だ
け
研
究
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
。
こ
れ
の
研
究
に
従
う
暇
を
見
つ
け
て
い
て
は
、
科
学
は
発
達
す
る
自
分

の
時
間
を
失
う
惧
れ
を
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
も
人
間
に
と
っ
て
重
大
な
こ
と
を
つ
ね
に
置
き
忘
れ
つ

つ
、
科
学
は
人
間
の
周
囲
で
競
い
立
ち
、
つ
い
に
こ
れ
を
眼
下
に
圧
迫
し
て
人
間
を
家
来
と
し
た
。
歴
史

を
見
て
い
る
と
、
民
族
を
滅
ぼ
し
た
も
の
は
い
つ
も
科
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
の
重
力
は
お
の
れ
を
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か
く
ま
で
発
達
せ
し
め
た
そ
の
民
族
の
虚
に
乗
じ
、
こ
れ
を
押
し
潰
し
て
滅
ぼ
す
や
否
や
、
直
ち
に
こ
れ

を
奪
っ
た
他
の
民
族
に
乗
り
移
る
忘
恩
を
決
行
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
民
族
を
興
隆
の
頂
き
ま
で

担
ぎ
上
げ
、
住
民
の
心
理
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
植
え
つ
け
る
と
同
時
に
、
こ
こ
を
も
焼
き
滅
ぼ
し
て
ま
た
他

に
移
る
。
人
間
が
火
の
掠
奪
を
し
合
っ
た
こ
と
か
ら
端
を
発
し
た
科
学
の
こ
れ
が
常
套
の
手
段
で
あ
る
。

し
か
も
、
人
間
は
こ
れ
に
何
故
か
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
何
故
に
人
間
は
こ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か

と
い
う
疑
問
を
起
す
こ
と
は
、
知
識
階
級
の
階
級
を
構
成
す
る
所
以
に
反
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
論
理
が

こ
れ
を
許
可
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
生
き
て
い
る
以
上
は
生
き

て
い
た
い
と
思
う
人
間
で
あ
る
。

　
文
学
と
い
う
も
の
は
科
学
よ
り
も
人
間
を
愛
す
る
も
の
だ
と
思
う
。
論
理
よ
り
も
心
理
を
愛
す
る
も
の

だ
と
思
う
。
た
と
え
知
識
か
ら
ど
の
よ
う
に
軽
蔑
を
受
け
よ
う
と
も
、
人
間
の
た
め
に
文
学
は
忍
耐
し
て

世
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
文
学
の
忍
耐
は
常
に
論
理
に
従
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
詰

め
つ
つ
論
理
の
不
徳
を
も
人
間
に
報
告
し
、
科
学
こ
そ
わ
れ
わ
れ
を
滅
ぼ
す
身
中
の
毒
だ
と
い
う
こ
と
を

も
、
生
命
の
つ
づ
く
限
り
、
い
か
に
叩
か
れ
よ
う
と
も
声
を
上
げ
て
祈
願
す
る
忍
耐
で
あ
る
。
こ
れ
が
文

学
の
使
命
で
あ
る
と
と
も
に
人
間
へ
の
愛
情
で
あ
る
。
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人
間
は
科
学
の
な
い
未
開
の
時
代
に
於
て
も
、
今
と
同
様
幸
福
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ

の
が
、
知
識
階
級
の
想
像
力
の
不
足
と
い
う
、
彼
ら
に
課
せ
ら
れ
た
不
幸
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
当
然
彼

ら
の
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
罰
で
あ
る
。
人
間
は
生
命
の
象
徴
と
い
う
幸
福
な
も
の
も
一
度
は
ど
こ
か
で
明
瞭

に
感
じ
な
け
れ
ば
、
生
活
す
る
と
い
う
苦
業
に
わ
れ
わ
れ
は
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
幸
福
は
出
来

る
限
り
探
す
べ
き
だ
と
思
う
。
お
れ
の
頭
は
こ
ん
な
に
く
る
く
る
動
く
と
喜
ぶ
幸
福
は
、
そ
れ
は
エ
ゴ
イ

ズ
ム
と
い
う
も
の
で
知
識
階
級
の
最
大
の
不
幸
で
あ
る
。
不
幸
を
幸
福
と
認
知
す
る
論
理
は
、
世
の
中
の

人
間
に
苦
痛
を
押
し
つ
け
る
作
業
を
も
案
出
し
、
果
し
の
な
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
到
着
し
て
後
も
な
お
且
つ

そ
れ
を
さ
え
自
然
と
思
う
原
始
へ
返
る
。
し
か
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
何
物
に
も
こ

の
者
は
頭
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
外
界
に
は
ど
こ
製
の
も
の
か
分
ら
ぬ
流
弾
が
絶
え
ず
飛

ん
で
い
る
。
忽
ち
こ
こ
で
幸
福
は
恐
怖
に
変
る
。
い
っ
た
い
、
幸
福
は
ど
こ
で
ど
う
し
て
恐
怖
に
変
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
私
に
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
投
げ
か
け
て
い
る
微
笑
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
人
間
と
い
う
も
の
は
昔
か
ら
進
歩
し
て
い
る
も
の
か
進
歩
し
て
い
な
い
も
の
か
と
い
う
疑
い
は
近
代
人

の
疑
問
の
中
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
と
自
然
と
だ
け
は
わ
れ
わ
れ
に
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
何
事
か

こ
こ
に
現
代
に
生
き
た
わ
れ
わ
れ
の
特
権
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
古
典
は
要
す
る
に
古
典
で
あ
る
。
人
間
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は
現
代
に
生
き
た
恩
典
を
感
じ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
現
代
人
の
生
き
た
感
覚
と
は
な
ら
な
い
。
先
ず
わ
れ
わ

れ
は
知
性
よ
り
も
自
分
の
感
覚
を
信
ず
べ
き
と
き
が
現
代
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
。
古
人
は
い
つ
の
時
代

で
も
先
ず
感
覚
こ
そ
精
神
の
窓
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
注
告
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
各
国
共
通
の

先
祖
の
贈
物
の
中
で
、
唯
一
の
間
違
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

25



26スフィンクス（覚書）



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
欧
洲
紀
行
」
講
談
社
文
芸
文
庫
、
講
談
社

　
　
　2006
（
平
成18

）
年12

月10

日
第1

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
定
本
　
横
山
利
一
全
集
　
第
一
三
巻
」
河
出
書
房
新
社

　
　
　1982

（
昭
和57
）
年7

月

入
力
：
酒
井
裕
二

校
正
：
岡
村
和
彦

2015

年5

月25

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

27



スフィンクス（覚書）
横光利一

２０２０年　７月１８日　初版

奥　付

発行 青空文庫

URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


