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東
京
美
術
学
校
文
学
会
の
開
会
式
に
一
場
の
講
演
を
依
頼
さ
れ
た
余

　
　
は
、
朝
日
新
聞
社
員
と
し
て
、
同
紙
に
自
説
を
発
表
す
べ
し
と
云
う
条

　
　
件
で
引
き
受
け
た
上
、
面
倒
な
が
ら
そ
の
速
記
を
会
長
に
依
頼
し
た
。

　
　
会
長
は
快
よ
く
承
諾
さ
れ
て
、
四
五
日
の
後 

丁  

寧 

て
い
ね
い

な
る
口
上
を
添
え

　
　
て
、
速
記
を
余
の
も
と
に
送
付
さ
れ
た
。
見
る
と
腹
案
の
不
充
分
で
あ

　
　
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
言
い
廻
し
方
の
不
適
当
で
あ
っ
た
た
め
か
、

　
　
そ
の
ま
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
紙
上
に
載
せ
て
読
者
の
一
覧
を
煩
わ
ず
らわ
す
に
堪た

　
　
え
ぬ
く
ら
い
混
雑
し
て
い
る
。
そ
こ
で
や
む
を
え
ず
全
部
を
書
き
改
め

　
　
る
事
に
し
て
、
さ
て
速
記
を
前
へ
置
い
て
や
り
出
し
て
見
る
と
、
至
る

　
　
処
に
布
衍
ふ
え
ん
の
必
要
を
生
じ
て
、
つ
い
に
は
原
稿
の
約
二
倍
く
ら
い
長
い
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も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
題
目
の
性
質
と
し
て
は
一
気
に
読
み
下
さ
な
い
と
、
思
索
の
縁
を
時

　
　
々
に
切
断
せ
ら
れ
て
、
理
路
の
曲
折
、
自
然
の
興
趣
に
伴
わ
ざ
る
の
憾
う
ら
み

　
　
は
あ
る
が
、
新
聞
の
紙
面
に
は
固もと
よ
り
限
り
の
あ
る
事
だ
か
ら
、
不ふ
都つ

　
　
合ごう
を
忍
ん
で
、
こ
れ
を
一
二
欄
ず
つ
日
ご
と
に
分
載
す
る
つ
も
り
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
こ
の
事
情
の
も
と
に
成
れ
る
左
の
長
篇
は
、
講
演
と
し
て
速
記
の
体

　
　
裁
を
具
う
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
は
講
演
者
た
る
余
が
特
に
余
が
社
の

　
　
た
め
に
新
あ
ら
たに
起
草
し
た
る
論
文
と
見
て  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
か
ろ
う
と
思
う
。

　
　
こ
れ
よ
り
朝
日
新
聞
社
員
と
し
て
、
筆
を
執と
っ
て
読
者
に
見まみ
え
ん
と
す

　
　
る
余
が
入
社
の
辞
に
次
い
で
、
余
の
文
芸
に
関
す
る
所
信
の
大
要
を
述
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べ
て
、
余
の
立
脚
地
と
抱
負
と
を
明
か
に
す
る
は
、
社
員
た
る
余
の
天

　
　
下
公
衆
に
対
す
る
義
務
だ
ろ
う
と
信
ず
る
。

　
私
は
ま
だ
演
説
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
　
　
あ
ま
り
で
は
な
い
ほ
と
ん
ど

や
っ
た
事
の
な
い
男
で
、
頼
ま
れ
た
事
は
今
ま
で
大
分
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
み
ん
な
断
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う
も
嫌いや
な
ん
で
す
な
。
そ
れ
に
で
き

な
い
の
で
す
。
そ
の
代
り
講
義
の
方
は
こ
の
間
ま
で
毎
日
や
っ
て
来
ま
し
た

か
ら
、
お
そ
ら
く
上
手
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
あ
い
に
く
御
頼
み

が
演
説
で
あ
り
ま
す
か
ら
定
め
て
拙まず
い
だ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

　
実
は
せ
ん
だ
っ
て
大
村
さ
ん
が
わ
ざ
わ
ざ
お
い
で
に
な
っ
て
何
か
演
説
を

一
つ
と
云
う
御
注
文
で
あ
り
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
拙
い
と
知
り
な
が
ら
御
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引
受
を
す
る
の
も
御
気
の
毒
の
至
り
と
心
得
て
ま
ず
は
御
辞
退
に
及
び
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
な
か
な
か
御
承
知
に
な
り
ま
せ
ん
。
是
非
や
れ
、
何
で
も
い

い
か
ら
や
れ
、
ど
う
か
や
れ
、
と
し
き
り
に
や
れ
や
れ
と
御
勧
お
す
す
め
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
で
も
と
云
っ
て
首
を
捻ひね
っ
て
い
る
と
、
し
ま
い
に
は
演
説
は
や
ら

ん
で
も
い
い
と
申
さ
れ
ま
す
。
演
説
を
や
ら
ん
で
何
を
致
し
ま
す
か
と
伺
う

と
、
た
だ
出
席
し
て
み
ん
な
に
顔
さ
え
見
せ
れ
ば
勘
弁
す
る
と
云
う
恩
命
で

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
も
大
決
心
を
起
し
て
、
そ
の
く
ら
い
の
事
な
ら
恐
る

る
に
及
ば
ん
と
快
く
御
受
合
を
致
し
ま
し
た
。
　
　 

今  

日 

こ
ん
に
ち

は
そ
う
云
う
条

件
の
下
に
こ
こ
に
出
現
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
不
幸
に
し
て
あ
ま

り
御
覧
に
入
れ
る
ほ
ど
な
顔
で
も
な
い
。
顔
だ
け
で
は
あ
ま
り
軽
少
と
思
い

ま
す
か
ら
つ
い
で
に
何
か
御
話
を
致
し
ま
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
演
説
と
名
の
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つ
く
諸﹅
君﹅
よ﹅
諸﹅
君﹅
は
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
演
説
と
云
っ
て
も
そ
の
実
は

講
義
に
な
る
で
し
ょ
う
。
講
義
に
な
る
と
す
る
と
、
私
の
講
義
は
暗そら
で
は
や

ら
な
い
、
云
う
事
は
こ
と
ご
と
く
文
章
に
し
て
、
教
場
で
そ
れ
を
の
べ
つ
に

話
す
方
針
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
日
は
そ
れ
ほ
ど
の
閑ひ
暇ま
も
な
し
、
ま

た
考
え
も
纏まと
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
上
手
で
あ
る
べ
き
講
義
も
今
日

に
限
っ
て
存
外
拙まず
い
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
美
術
学
校
で
こ
う
い
う
文
学
的
の
会
を
設
立
し
て
、
諸
君
の
専
門
技
芸
以

外
に
、
一
般
文
学
の
知
識
と
趣
味
を
養
成
せ
ら
れ
る
の
は
大
変
に
面
白
い
事

と
思
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
正
木
校
長
の
御
話
の
よ
う
に
文
学
と
美
術
は
大
変

関
係
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
一
方
を
代
表
な
さ
る
諸
君
が
文

学
の
方
面
に
も
一
種
の
興
味
を
も
た
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な 

不 

調 

法 

ぶ
ち
ょ
う
ほ
う
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も
の
の
講
話
を
御
参
考
に
供
し
て
下
さ
る
の
は
、
こ
の
両
者
の
接
触
上
か
ら

見
て
、
諸
君
の
前
に
卑
見
を
開
陳
す
べ
き
第
一
の
機
会
を
捕とら
え
た
私
は
多
大

の
名
誉
と
感
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
で
き
な
い
演
説
を
無
理
に
や
る
の
は

全
く
こ
の
た
め
で
、
や
り
つ
け
な
い
も
の
を
受
け
合
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
、

け
っ
し
て
恩
に
着
せ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く
大
な
る
光
栄
と
心
得
て

こ
こ
へ
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
が 

繰  

返 

く
り
か
え

し
て
云
う
通
り
、
演
説
は
で
き
ず

講
義
と
し
て
は
纏まと
ま
ら
ず
、
定
め
て
聞
苦
し
い
事
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
の
辺
は
あ
ら
か
じ
め 
御 
容 
赦 

ご
よ
う
し
ゃ

を
願
い
ま
す
。

　
ま
ず
こ
れ
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
や
り
始
め
ま
す
。
や
り
始
め
ま
す
よ
と
断
る
と

何
だ
か
え
ら
そ
う
に
聞
え
る
が
、
そ
の
実
は
何
で
も
な
い
。
こ
こ
に
三
四
頁
ペ
ー
ジ

ば
か
り
書
い
た
ノ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
御
話
を
す
る
事
は
こ
の
三
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四
頁
の
内
容
に
過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
す
ら
す
ら
と
や
っ
て
し
ま
う
と

十
五
分
く
ら
い
で
す
ぐ
す
ん
で
し
ま
う
。
い
く
ら
つ
い
で
に
す
る
演
説
で
も

そ
れ
で
は
あ
ま
り
情
な
い
。
か
ら
こ
の
三
四
頁
を
口
か
ら
出
ま
か
せ
に
敷
衍
ふ
え
ん

し
て
進
行
し
て
行
き
ま
す
。
敷
衍
し
か
た
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
い
な
い
か

ら
、
ど
こ
を
ど
っ
ち
へ
敷
衍
す
る
か
分
ら
な
い
。
時
に
よ
る
と
飛
ん
だ
寄
り

道
を
し
て
、
出
る
所
へ
も
出
ら
れ
ず
、
帰
る
所
へ
も
帰
れ
な
い
か
も
知
れ
な

い
と
云
う
す
こ
ぶ
る
心
細
い
敷
衍
法
を
用
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
冒
頭
は
じ
め
が
何

だ
か
訳
の
分
ら
な
い
事
か
ら
始
ま
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
け
っ
し
て
驚
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
結
末
に
は
美
術
と
か
文
学
と
か
御
互
に
縁
の
深

い
方
面
へ
ず
り
落
ち
て
行
く
事
と
安
心
し
て
聴
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
　

た
だ
い
ま
正
木
会
長
の
御
演
説
中
に
市 

気 
匠 
気 

い
ち
き
し
ょ
う
き

と
云
う
語
が
あ
り
ま
し
た
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が
、
私
の
御
話
も
出
立
地
こ
そ
ぼ
う
っ
と
し
て
何
と
な
く
稀け
有う
の
思
は
あ
る

が
、
落
ち
行
く
先
は
と
云
う
と
、
こ
れ
で
も
会
長
と
い
っ
し
ょ
に
市
気
匠
気

ま
で
行
く
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
　
　
私
は
こ
こ
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
あ
な
た
方がた
は
そ
こ

に
坐すわ
っ
て
お
ら
れ
る
。
私
は
低
い
所
に
立
っ
て
い
る
、
あ
な
た
方
は
高
い
所

に
坐
っ
て
お
ら
れ
る
、
か
よ
う
に
私
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
と
、
あ
な
た

方
が
坐
っ
て
お
ら
る
る
と
云
う
事
が
　
　
事
実
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
実
と

云
う
の
を
他
の
言
葉
で
現
し
て
見
よ
う
な
ら
ば
、
私
は
我○

と
云
う
も
の
、
あ

な
た
方
は
私
に
対
し
て
私
以
外
の
も
の
と
云
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と

む
ず
か
し
い
表
現
法
を
用
い
る
と
物
我
対
立
と
云
う
事
実
で
あ
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
世
界
は
我
と
物
と
の
相
待
の
関
係
で
成
立
し
て
い
る
と
云
う
事
に
な
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る
。
あ
な
た
方
も
定
め
て
そ
う
思
わ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、
私
も
そ
う
思

う
て
お
り
ま
す
。
誰
し
も
そ
う
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
私
が
、

こ
う
や
っ
て
こ
こ
に
立
っ
て
お
り
、
あ
な
た
方
が
、
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
坐

っ
て
ご
ざ
る
と
、
そ
の
間
に
距
離
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
間
の
距
離
と
か
、

二
間
の
距
離
と
か
あ
る
い
は
十
間
二
十
間
　
　
こ
の
講
堂
の
大
き
さ
は
ど
の

く
ら
い
あ
り
ま
す
か
　
　
と
に
か
く
幾
坪
か
の
広
が
り
が
あ
っ
て
、
そ
の
中

に
私
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
あ
な
た
方
が
坐
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
広
が
り
を
空
間
と
申
し
ま
す
。
（
申
さ
な
く
っ
て
も
御
承
知
で
あ
る
）

つ
ま
り
は
ス
ペ
ー
ス
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
万
物
は
そ
の
中
に
、
各
お
の
お
の、
あ

る
席
を
占
め
て
い
る
。
次
に
今
日
の
演
説
は
一
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
う

し
て
い
つ
終
る
か
分
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
い
つ
か
終
る
で
し
ょ
う
。
大
概
は
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日
が
暮
れ
る
前
に
終
る
事
と
思
い
ま
す
。
私
が
こ
う
や
っ
て 

好 

加 

減 

い
い
か
げ
ん

な
事

を
し
ゃ
べ
っ
て
、
そ
れ
が
済
む
と
あ
と
か
ら
、
上
田
さ
ん
が
代
っ
て
ま
た
面

白
い
講
話
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
散
会
と
な
る
。
私
の
講
話
も
、
上
田
さ
ん
の

演
説
も
皆
経
過
す
る
事
件
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
経
過
は
時
間
と
云
う
も
の

が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
起
る
訳
に
参
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

な

事
で
別
段
改
め
て
申
上
げ
る
必
要
は
な
い
。
最
後
に
、
な
ぜ
私
が
こ
こ
に
こ

う
や
っ
て
出
て
来
て
、
し
き
り
に
口
を
動
か
し
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
こ
れ

は  

酔    

狂  

す
い
き
ょ
う

や
物
数
奇

も
の
ず
き

で
飛
出
し
て
来
た
と
思
わ
れ
て
は
少
し
迷
惑
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
に
は
そ
れ
相
当
な 

因  
縁 

い
ん
ね
ん

、
す
な
わ
ち
先
刻
申
上
げ
た
大
村
君

の  

鄭    

重  

て
い
ち
ょ
う

な
る
御
依
頼
と
か
、
私
の
安
受
合
と
か
、
受
合
っ
た
あ
と
の
義

務
心
と
か
、
い
ろ
い
ろ
の 

因  

縁 

い
ん
ね
ん

が
和
合
し
た
そ
の
結
果
か
く
の
ご
と
く
フ
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ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
関
係
を
（
人
事
、
自
然
に
通
じ

て
）
因
果
い
ん
が
の
法
則
と
称とな
え
て
お
り
ま
す
。

　
す
る
と
、
こ
う
で
す
な
。
こ
の
世
界
に
は
私
と
云
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、

あ
な
た
方がた
と
云
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
広
い
空
間
の
中
に
お
り

ま
し
て
、
こ
の
空
間
の
中
で
御
互
に
芝
居
を
し
ま
し
て
、
こ
の
芝
居
が
時
間

の
経
過
で
推
移
し
て
、
こ
の
推
移
が
因
果
の
法
則
で
纏まと
め
ら
れ
て
い
る
。
と

云
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
そ
れ
に
は
ま
ず
私
と
云
う
も
の
が
あ
る
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
あ
な
た
方
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
空
間
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
間
と
云
う
も
の
が
あ
る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
因
果
の
法
則
と
云
う
も
の
が
あ
っ
て
、
吾
人
ご
じ
ん
を
支
配
し

て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
れ
は
誰
も
疑
う
も
の
は
あ
る
ま
い
。
私
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も
そ
う
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
よ
く
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
そ
れ
が
は
な
は
だ
怪
し
い
。
よ
ほ

ど
怪
し
い
。
通
俗
に
は
誰
も
そ
う
考
え
て
い
る
。
私
も
通
俗
に
そ
う
考
え
て

い
る
。
し
か
し
退
し
り
ぞい
て
不
通
俗
に
考
え
て
見
る
と
そ
れ
が
す
こ
ぶ
る
お
か
し

い
。
ど
う
も
そ
う
で
な
い
ら
し
い
。
な
ぜ
か
と
云
う
と 

元  

来 

が
ん
ら
い

こ
の
私
と
云

う
　
　
こ
う
し
て
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
て 

高  

襟 

ハ
イ
カ
ラ

を
つ
け
て
、
髭ひげ
を
生は
や

し
て
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
、
こ
の
私
の
正
体
が
は

な
は
だ
怪
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
フ
ロ
ッ
ク
も
高
襟
も
目
に
見
え
る
、
手

に
触
れ
る
と
云
う
ま
で
で
自
分
で
な
い
に
は
き
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
手
、
こ

の
足
、
痒かゆ
い
と
き
に
は
掻か
き
、
痛
い
と
き
に
は
撫な
で
る
こ
の
身
体
か
ら
だ
が
私
か
と

云
う
と
、
そ
う
も
行
か
な
い
。
痒
い
痛
い
と
申
す
感
じ
は
あ
る
。
撫
で
る
掻
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く
と
云
う
心
持
ち
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
以
外
に
何
に
も
な
い
。
あ
る

も
の
は
手
で
も
な
い
足
で
も
な
い
。
便
宜
べ
ん
ぎ
の
た
め
に
手
と
名
づ
け
足
と
名
づ

け
る
意
識
現
象
と
、
痛
い
痒
い
と
云
う
意
識
現
象
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に

意
識
は
あ
る
。
ま
た
意
識
す
る
と
云
う
働
き
は
あ
る
。
こ
れ
だ
け
は
た
し
か

で
あ
り
ま
す
、
こ
れ
以
上
は
証
明
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
は
証

明
す
る
必
要
も
な
い
く
ら
い
に
炳
乎
へ
い
こ
と
し
て
争
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
り

ま
す
。
し
て
見
る
と
普
通
に
私
と
称
し
て
い
る
の
は
客
観
的
に
世
の
中
に
実

在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
意
識
の
連
続
し
て
行
く
も
の
に
便べ

  

宜 

上 

ん
ぎ
じ
ょ
う
私
と
云
う
名
を
与
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
何
が
故ゆえ
に
平
地
に
風
波
を

起
し
て
、
余
計
な
私○

と
云
う
も
の
を  
建    
立  

こ
ん
り
ゅ
う

す
る
の
が
便
宜
か
と
申
す
と
、

「
私○

」
と
、
一
た
び
建
立
す
る
と
そ
の
裏
に
は
、
「
あ
な
た
方
」
と
、
私
以
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外
の
も
の
も
建
立
す
る
訳
に
な
り
ま
す
か
ら
、
物
我
の
区
別
が
こ
れ
で
つ
き

ま
す
。
そ
こ
が
い
ら
ざ
る 

葛  

藤 

か
っ
と
う

で
、
ま
た
必
要
な
便
宜
な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
云
う
と
、
私
は
自
分
（
普
通
に
云
う
自
分
）
の
存
在
を
否
定
す
る
の

み
な
ら
ず
、
か
ね
て
あ
な
た
方がた
の
存
在
を
も
否
定
す
る
訳
に
な
っ
て
、
か
よ

う
に
大
勢
傍
聴
し
て
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
れ
ど
も
無
き
が
ご
と

く
で
は
な
は
だ
御
気
の
毒
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
御
腹
も
御
立
ち
に
な
る
で

し
ょ
う
が
、
根
本
的
の
議
論
な
の
だ
か
ら
、
ま
ず
議
論
と
し
て
御
聴
き
を
願

い
た
い
。
根
本
的
に
云
う
と
失
礼
な
申
条
だ
が
あ
な
た
方
は
私
を
離
れ
て
客

観
的
に
存
在
し
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
　
私
を
離
れ
て
と
申
し
た
が
、
そ

の
私
さ
え
い
わ
ゆ
る
私
と
し
て
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
い
わ
ん
や
あ
な

た
方
に
お
い
て
を
や
で
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
怒
ら
れ
て
も
駄だ
目め
で
あ
り
ま
す
。
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あ
な
た
方
は
そ
こ
に
ご
ざ
る
。
ご
ざ
る
と
思
っ
て
ご
ざ
る
。
私
も
ま
あ
ち
ょ

っ
と
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
す
事
は
、
い
ま
す
が
た
だ
か
り
に
そ
う
思

っ
て
差
し
上
げ
る
ま
で
の
事
で
あ
り
ま
す
。
と
云
う
も
の
は
、
い
く
ら
そ
れ

以
上
に
思
っ
て
上
げ
た
く
て
も
そ
れ
だ
け
の 

証  

拠 

し
ょ
う
こ

が
な
い
の
だ
か
ら
仕
方

が
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
に
物
の
存
在
を
確
た
し
かめ
る
に
は
ま
ず
眼
で
見
ま
す
か
ね
。

眼
で
見
た
上
で
手
で
触
れ
て
見
る
。
手
で
触
れ
た
あ
と
で
、
嗅か
い
で
み
る
、

あ
る
い
は
舐な
め
て
み
る
。
　
　
あ
な
た
方
の
存
在
を
確
め
る
に
は
そ
れ
ほ
ど

手
数
は
か
か
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
。
け
れ
ど
も
前
に
も
申
し
た
通
り
眼
で
見

よ
う
が
、
耳
で
き
こ
う
が
、
根
本
的
に
云
え
ば
、
た
だ
視
覚
と
聴
覚
を
意
識

す
る
ま
で
で
、
こ
の
意
識
が
変
じ
て
独
立
し
た
物
と
も
、
人
と
も
な
り
よ
う

訳
が
な
い
。
見
る
と
き
に
触
る
る
と
き
に
、
黒
い
制
服
を
着
た
、  

金    

釦  

き
ん
ボ
タ
ン
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の
学
生
の
、
姿
を
、
私
の
意
識
中
に
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
し
来きた
る
と
云
う
ま

で
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
外ほか
に
し
て
あ
な
た
方
の
存
在
と
云

う
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
は
ず
が
な
い
。
す
る
と
煎せん
じ
詰
め
た
と

こ
ろ
が
私
も
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
方
も
な
い
。
あ
る
も
の
は
、
真
に
あ
る
も

の
は
、
た
だ
意
識
ば
か
り
で
あ
る
。
金
釦
が
眼
に
映
ず
る
、
金
釦
を
意
識
す

る
。
講
堂
の  

天    

井  

て
ん
じ
ょ
う

が
黒
く
な
っ
て
い
る
、
そ
の
黒
い
所
を
意
識
す
る
。

　
　
こ
れ
は
悪
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
美
術
学
校
の
天
井
が
黒
い
と
云
う
の

で
は
な
い
、
た
だ
黒
い
と
意
識
す
る
の
で
、
客
観
的
存
在
は
認
め
て
お
ら
ん

悪
口
だ
か
ら
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

　
ま
ず
こ
れ
だ
け
の
話
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
通
俗
の
考
え
を
離
れ
て
物
我

の
世
界
を
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
物
が
自
分
か
ら
独
立
し
て
現
存
し
て
い
る
と
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云
う
事
も
云
え
ず
、
自
分
が
物
を
離
れ
て
生
存
し
て
い
る
と
云
う
事
も
申
さ

れ
な
い
。
換
言
し
て
見
る
と
己
お
の
れを
離
れ
て
物
は
な
い
、
ま
た
物
を
離
れ
て
己

は
な
い
は
ず
と
な
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
物
我
な
る
も
の
は
契 

合 

一 

致 

け
い
ご
う
い
っ
ち

し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
訳
に
な
り
ま
す
。
物
我
の
二
字
を
用
い
る
の
は
す
で
に

分
り
や
す
い
た
め
に
す
る
の
み
で
、
根
本
義
か
ら
云
う
と
、
実
は
こ
の
両
面

を
区
別
し
よ
う
が
な
い
、
区
別
す
る
事
が
で
き
ぬ
も
の
に
一
致
な
ど
と
云
う

言
語
も
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
た
だ
明
か
に
存
在
し
て
い

る
の
は
意
識
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
意
識
の
連
続
を
称
し
て
俗
に
命
い
の
ち

と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
連
続
と
云
う
字
を
使
用
す
る
以
上
は
意
識
が
推
移
し
て
行
く
と
云
う
意
味

を
含
ん
で
お
っ
て
、
推
移
と
云
う
意
味
が
あ
る
以
上
は
（
一
）
意
識
に
単
位
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が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
事
と
（
二
）
こ
の
単
位
が
互
に
消
長
す
る
と
云

う
事
と
（
三
）
は
消
長
が
分
明
で
あ
る
く
ら
い
に
単
位
意
識
が  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
事
と
（
四
）
意
識
の
推
移
が
あ
る
法
則
に
支
配
せ

ら
る
る
や
と
云
う
事
に
な
り
ま
す
か
ら
、
問
題
が
よ
ほ
ど
込
入
っ
て
来
ま
す

が
、
今
は
そ
ん
な
面
倒
な
事
を
御
話
す
る
場
合
で
な
い
か
ら
、
諸
君
の
御
研

究
に
一
任
す
る
事
と
し
て
講
話
を
進
め
ま
す
。
も
っ
と
も
今
申
し
た
四
カ
条

の
う
ち
、
意
識
推
移
の
原
則
に
つ
い
て
は
私
の
「
文
学
論
」
の
第
五
篇
に
不

完
全
な
が
ら
自
分
の
考
え
だ
け
は
述
べ
て
お
き
ま
し
た
か
ら
、
御
参
考
を
願

い
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
い
で
に
「
文
学
論
」
も
一
部
ず
つ
御
求
め
を
願
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
　
　
と
に
か
く
意
識
が
あ
る
。
物
も
な
い
、
我
も
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
意
識
だ
け
は
た
し
か
に
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
意
識
が
連
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続
す
る
。
な
ぜ
連
続
す
る
か
は
哲
学
的
に
ま
た
は
進
化
的
に
説
明
が
つ
く
に

し
て
も
、
つ
か
ぬ
に
し
て
も
連
続
す
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

事
実
と
し
て
歩
を
進
め
て
行
く
。

　
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
留
ま
っ
て
、
こ
の
講
話
の
冒
頭
を
顧
か
え
りみ
る
と
少
々
妙
で

あ
り
ま
す
。
最
初
に
は
私
と
云
う
も
の
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
。
あ
な
た
方
が
た

も
た
し
か
に
お
い
で
に
な
る
と
申
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
御
互
に
空
間
と

云
う
怪
し
い
も
の
の
中
に
這は
入い
り
込
ん
で
、
時
間
と
云
う
分
ら
ぬ
も
の
の
流

れ
に
棹さお
さ
し
て
、
因
果
い
ん
が
の
法
則
と
云
う
恐
ろ
し
い
も
の
に
束
縛
せ
ら
れ
て
、

ぐ
う
ぐ
う
云
っ
て
い
る
と
申
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
不
通
俗
に
考
え
た
結
果

に
よ
る
と
ま
る
で
反
対
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
物
我
な
ど
と
云
う
関
門

は
最
初
か
ら
な
い
事
に
な
り
ま
し
た
。
天
地
す
な
わ
ち
自
己
と
云
う
え
ら
い
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事
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
の
間
に
こ
う  

豹    

変  

ひ
ょ
う
へ
ん

し
た
の
か
分
ら
な
い
が
、

全
く
矛
盾
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
空
間
、
時
間
、
因
果
律
も
や
は
り
こ
の

豹
変
の
う
ち
に
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
講
話
の
都
合
で
後
廻
し
に
し
ま
し

た
か
ら
、
今
に
だ
ん
だ
ん
わ
か
り
ま
す
）

　
な
ぜ
こ
ん
な
矛
盾
が
起
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
く
考
え
る
と
何
に
も
な
い

の
に
、
通
俗
で
は 

森  
羅  
万  

象 

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が 

掃  

蕩 

そ
う
と
う

し
て
も
掃
蕩

し
き
れ
ぬ
ほ
ど
雑
然
と
し
て
宇
宙
に  

充    

牣  

じ
ゅ
う
じ
ん

し
て
い
る
。
戸
張
君
で
は
な

い
が
天
地
前
に
あ
り
、
竹
風
こ
こ
に
あ
り
と
云
い
た
く
な
る
く
ら
い
で
あ
り

ま
す
。
　
　
な
ぜ
こ
ん
な
矛
盾
が
起
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
す
こ
ぶ

る
大
問
題
で
あ
る
。
面
倒
に
む
ず
か
し
く
論
じ
て
来
た
ら
大
分
暇
が
か
か
り

ま
し
ょ
う
。
私
は
必
要
上
、
ご
く
粗
末
な
と
こ
ろ
を
、
は
な
は
だ
短
い
時
間
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内
に
御
話
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
論
豪えら
い
哲
学
者
な
ど
が
聞
い
て
お
ら
れ

た
ら
、
不
完
全
だ
と
云
っ
て
攻
撃
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し

こ
の
短
い
時
間
内
に
、
こ
ん
な
大
袈
裟

お
お
げ
さ

な
問
題
を
片
づ
け
る
の
だ
か
ら
、
無

論
完
全
な
事
を
云
う
は
ず
が
な
い
、
不
完
全
は
無
論
不
完
全
だ
が
、
あ
の
度

胸
が
感
心
だ
と
賞ほ
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
っ
と
も
時
間
は
幾
ら
で
も
与
え

る
か
ら
、
も
っ
と
立
派
に
言
え
と
注
文
さ
れ
て
も
私
の
手
際
て
ぎ
わ
で
は 

覚  

束 

お
ぼ
つ
か

な

い
か
も
知
れ
な
い
。
ま
あ
ち
ょ
う
ど
よ
い
の
で
す
。

　
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
矛
盾
が
起
る
か
と
云
う
問
題
に
対
し
て
、
た
だ
一
口

に
説
明
し
て
し
ま
え
ば
訳
は
な
い
。
前
に
申
す
通
り 

吾  

々 

わ
れ
わ
れ

の
生
命
は
　
　

吾
々
と
云
う
と
自
他
を
樹
立
す
る
語
弊
は
あ
る
が
し
ば
ら
く
便
宜
の
た
め
に

使
用
し
ま
す
　
　
吾
々
の
生
命
は
意
識
の
連
続
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
ど
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う
い
う
も
の
か
こ
の
連
続
を
切
断
す
る
事
を
欲
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
他

の
言
葉
で
云
う
と
死
ぬ
事
を
希
望
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
他
の

言
葉
で
云
う
と
こ
の
連
続
を
つ
づ
け
て
行
く
事
が
大
好
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
好
む
か
と
な
る
と
説
明
は
で
き
な
い
。
誰
が
出
て
来
て
も
説
明
は
で
き

な
い
。
た
だ
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
認
め
る
よ
り
ほ
か
に
道
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
進
化
論
者
に
云
わ
せ
る
と
こ
の
願
望
も
長
い
間
に 

馴  

致 

じ
ゅ
ん
ち

発
展
し
来
っ

た
の
だ
と
幾
分
か
そ
の
発
展
の
順
序
を
示
す
事
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
云
う
も
の
は
そ
ん
な
傾
向
を
も
っ
て
お
ら
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
の
傾
向

に
応
じ
て
世
の
中
に
処
し
て
来
な
か
っ
た
も
の
は
皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、

今
残
っ
て
い
る
や
つ
は
命
の
欲
し
い
欲
張
り
ば
か
り
に
な
っ
た
の
だ
と
論
ず

る
事
も
で
き
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
御
互
の
よ
う
に
命
に
つ
い
て
は
極きわ
め
て
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執
着
の
多
い
、
奇
麗
き
れ
い
で
な
い
、
思
い
切
り
の
わ
る
い
連
中
が
、
こ
う
し
て
ぴ

ん
ぴ
ん
し
て
い
る
よ
う
な
訳
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
も
多
少
の
説
明
に

は
な
り
ま
す
。
し
か
し
も
っ
と
進
ん
で
こ
の
傾
向
の
大
原
因
を
極
め
よ
う
と

す
る
と
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
万
法
一
に
帰
す
、
一
い
ず
れ
の
所
に
か
帰
す
と

い
う
よ
う
な
禅
学
の
公
案
工
夫
に
似
た
も
の
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
よ

う
に
な
り
ま
す
。
シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
と
云
う
人
は
生
欲
の
盲
動
的
意
志
と

云
う
語
で
こ
の
傾
向
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
重
宝
な
文
句
で

あ
り
ま
す
。
私
も
ち
ょ
っ
と
拝
借
し
よ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
前
に
述
べ
た

意
識
の
連
続
以
外
に
こ
ん
な 

変  
挺 

へ
ん
て
こ

な
も
の
を  

建    

立  

こ
ん
り
ゅ
う

す
る
と
、
意
識
の

連
続
以
外
に
何なん
に
も
な
い
と
申
し
た
言
質
に
対
し
て
申
訳
が
立
ち
ま
せ
ん
か

ら
、
残
念
な
が
ら
や
め
に
致
し
て
、
こ
の
傾
向
は
意
識
の
内
容
を
構
成
し
て
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い
る
一
部
分
す
な
わ
ち
属
性
と
見み
做な
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
て
「
こ
の

傾
向
」
と
云
う
よ
う
な
概
念
は
抽
象
の
結
果
、
よ
ほ
ど
発
達
し
た
後
に
「
こ

の
傾
向
」
と
し
て
放
出
し
た
も
の
と
認
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
と

も
か
く
も
「
吾
人
は
意
識
の
連
続
を
求○

め
る
」
と
云
う
事
だ
け
を
事
実
と
し

て
受
け
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
云
う
と

「
意
識
に
は
連
続
的
傾
向
が
あ
る
」
と
云
い
切
っ
て
こ
れ
を
事
実
と
し
て
受

け
と
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
意
識
と
云
い
、
連
続
と
云
い
、
連
続
的
傾
向
と
云
う
と
そ
の
う
ち
に
意
識

の
分
化
と
云
う
事
と
統
一
と
云
う
事
は
自
然
と
含
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
す
で

に
連
続
と
あ
る
以
上
は
甲
と
乙
と
連
続
し
た
と
云
う
事
実
を
意
識
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
、
す
な
わ
ち
甲
と
乙
と
差
別
が
つ
く
ほ
ど
に
両
意
識
が
明
暸
で
な
け
れ
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ば
な
り
ま
せ
ん
。
差
別
が
つ
く
と
云
う
の
は
、
同
時
に
同
じ
意
識
も
し
く
は

類
似
の
意
識
を
統
一
し
得
る
と
云
う
意
味
と
同
じ
事
に
な
り
ま
す
。
例たと
え
て

み
れ
ば
視
覚
と
な
づ
け
る
意
識
は
、
分
化
の
結
果
、
触
覚
や
味
覚
と
差
別
が

つ
く
と
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
視
覚
的
意
識
を
統
一
す
る
事
が
で
き
て
始
め
て

で
き
る
言
語
で
あ
り
ま
す
。
意
識
に
こ
れ
だ
け
の
分
化
作
用
が
で
き
て
、
そ

の
分
化
し
た
意
識
と
、
眼
球
め
だ
ま
と
云
う
器
械
を
結
び
つ
け
て
、
こ
の
種
の
意
識

は
眼
球
が
司
つ
か
さど
る
の
だ
と
思
い
つ
く
。
し
ば
ら
く
視
覚
の
意
識
と
眼
球
の
作

用
を
混
同
し
て
云
う
と
、
昔
し
分
化
作
用
の
行
わ
れ
ぬ
う
ち
は
視
力
は
必
ず

し
も
眼
球
に
集
中
し
て
お
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
私
も
遠
い
昔
で
は
、
か
ら
だ

全
体
で
物
を
見
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
、
あ
る
い
は
背
中
で
物
を
舐な
め
て
い
た

か
も
知
れ
ぬ
。
眼め
耳みみ
鼻はな
舌した
と
分
業
が
行
わ
れ
出
し
た
の
は
、
つ
い
近
頃
の
事
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で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
分
業
が
行
わ
れ
だ
す
と
融
通
が
利き
か
な
く
な
り

ま
す
。
ち
ょ
っ
と 

舌  

癌 

ぜ
つ
が
ん

に
か
か
っ
た
か
ら
と
云
う
て
踵
か
か
とで
飯
を
食
う
訳
に

は
行
か
ず
、
不
幸
に
し
て 

痳  

疾 

り
ん
し
つ

を
患うれ
い
た
か
ら
と
申
し
て
臍へそ
で
用
を
弁
ず

る
事
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
は
な
は
だ
不
都
合

ふ
つ
ご
う

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

意
識
の
連○

続○

と
云
う
以
上
は
、
　
　
連○

続○

の
意
義
が  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
な
る
以
上

は
、
　
　
連
続
を
形
ち
づ
く
る
意
識
の
内
容
が
明
暸
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
明
暸
で
な
い
意
識
は
連
続
し
て
い
る
か
、
連
続
し
て
い
な

い
か
判
然
し
な
い
。
つ
ま
り
吾
人
の
根
本
的
傾
向
に
反
す
る
。
否いな
意
識
そ
の

も
の
の
根
本
的
傾
向
に
反
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
意
識
の
分
化
と
統
一
と
は

こ
の
根
本
的
傾
向
か
ら
自
然
と
発
展
し
て
参
り
ま
す
。
向
後
ど
こ
ま
で
分
化

と
統
一
が
行
わ
れ
る
か
ほ
と
ん
ど
想
像
が
つ
か
な
い
。
し
か
し
て
こ
れ
に
応
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ず
る
官
能
も
ど
の
く
ら
い
複
雑
に
な
る
か
分
り
ま
せ
ん
。
今
日
で
は
目
に
見

え
ぬ
も
の
、
手
に
触
れ
る
事
の
で
き
ぬ
も
の
、
あ
る
い
は
五
感
以
上
に
超
然

た
る
も
の
が
し
だ
い
に
意
識
の
舞
台
に
上
る
事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、

ま
ず
気
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
遍 

繰  
返 

く
り
か
え

し
て
「
意
識
の
連
続
」
と
申
し
ま
す
。
こ
の
句
を
割
っ

て
見
る
と
意
識
と
云
う
字
と
連
続
と
云
う
字
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
意
識

の
内
容
の
い
か
ん
と
、
こ
の
連
続
の
順
序
の
い
か
ん
と
二
つ
に
分
れ
て
問
題

は
提
起
さ
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
合
す
れ
ば
、
い
か
な
る
内
容
の
意

識
を
い
か
な
る
順
序
に
連
続
さ
せ
る
か
の
問
題
に
帰
着
し
ま
す
。
吾
人
が
こ

の
問
題
に  

逢    

着  

ほ
う
ち
ゃ
く

し
た
と
き
　
　
吾
人
は
必
ず
こ
の
問
題
に
逢
着
す
る
に

相
違
な
い
。
意
識
及
そ
の
連
続
を
事
実
と
認
め
る
裏
に
は
す
で
に
こ
の
問
題
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が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
問
題
の
裏
面
に
は 

選  

択 

せ
ん
た
く

と
云
う

事
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
程
度
の
自
由
が
な
い
以
上
は
、
ま
た
幾
分

か
選
択
の
余
裕
が
な
い
な
ら
ば
こ
の
問
題
の
出
よ
う
は
ず
が
な
い
。
こ
の
問

題
が
出
る
の
は
こ
の
問
題
が
一
通
り
以
上
に
解
決
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
解
決
の
標
準
を
理○

想○

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
纏まと
め
て
一
口
に

云
う
と
吾
人
は
生
き
た
い
と
云
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
（
意
識
に
は
連
続

的
傾
向
が
あ
る
と
云
う
方
が
明
確
か
も
知
れ
ぬ
が
）
こ
の
傾
向
か
ら
し
て
選

択
が
出
る
。
こ
の
選
択
か
ら
理
想
が
出
る
。
す
る
と
今
ま
で
は
た
だ
生
き
れ

ば
い
い
と
云
う
傾
向
が
発
展
し
て
、
あ
る
特
別
の
意
義
を
有
す
る
命
が
欲
し

く
な
る
。
す
な
わ
ち
い
か
な
る
順
序
に
意
識
を
連
続
さ
せ
よ
う
か
、
ま
た
い

か
な
る
意
識
の
内
容
を
選
ぼ
う
か
、
理
想
は
こ
の
二
つ
に
な
っ
て 

漸  

々 

ぜ
ん
ぜ
ん

と
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発
展
す
る
。
後
に
御
話
を
す
る
文
学
者
の
理
想
も
こ
こ
か
ら
出
て
参
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
次
に
連
続
と
云
う
字
義
を
も
う
一
遍
吟
味
ぎ
ん
み
し
て
み
ま
す
と
、
前
に
も
申
す

通
り
、
は
は
あ
連
続
し
て
い
る
哩わい
と
相
互
の
区
別
が
で
き
る
く
ら
い
に
、
連

続
し
つ
つ
あ
る
意
識
は  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
、
か
よ
う
に
区
別
し
得
る
程
度
に
お
い
て
明
暸
な
る
意
識
が
、
新

陳
代
謝
す
る
と
見
る
と
、
甲
が
去○

っ
て
乙
が
来○

る
と
云
う
順
序
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
順
序
が
あ
る
か
ら
に
は
甲
乙
が
共
に
意
識
せ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
。
甲
が
去
っ
た
後
で
、
乙
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

乙
を
意
識
し
て
い
る
と
き
は
す
で
に
甲
は
意
識
し
て
お
ら
ん
訳
で
す
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
甲
と
乙
と
を
区
別
す
る
事
が
で
き
る
な
ら
ば
、
明
暸
な
る
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乙
の
意
識
の
下
に
は
、
比
較
的
不
明
暸
か
は
知
ら
ぬ
が
、
や
は
り
甲
の
意
識

が
存
在
し
て
い
る
と
見み
做な
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
俗
に
こ
の
不
明
暸
な

意
識
を
称
し
て
記
憶
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
記
憶
の
最
高
度

は
も
っ
と
も
明
暸
な
る
上
層
の
意
識
で
、
そ
の
最
低
度
は
も
っ
と
も
不
明
暸

な
る
下
層
の
意
識
に
過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。

　
す
る
と
意
識
の
連
続
は
是
非
共
記
憶
を
含
ん
で
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
記
憶

と
い
う
と
是
非
共
時
間
を
含
ん
で
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
か
ら

し
て
時
間
と
云
う
も
の
は
内
容
の
あ
る
意
識
の
連
続
を
待
っ
て
始
め
て
云
う

べ
き
事
で
、
こ
れ
と
関
係
な
く
時
間
が
独
立
し
て
世
の
中
に
存
在
す
る
も
の

で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
意
識
と
意
識
の
間
に
存
す
る
一
種
の
関
係
で
あ
っ

て
、
意
識
が
あ
っ
て
こ
そ
こ
の
関
係
が
出
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
意
識
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を
離
れ
て
こ
の
関
係
の
み
を
独
立
さ
せ
る
と
云
う
事
は
便
宜
上
の
抽
象
と
し

て  
差    

支  
さ
し
つ
か
え

な
い
が
、
そ
れ
自
身
に
存
在
す
る
も
の
と
見
る
訳
に
は
参
り
ま

せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
こ
こ
に
あ
る 

水  

指 

み
ず
さ
し

の
な
か
か
ら
白
い
色
だ
け
を
と
っ
て
、

そ
う
し
て
物
質
を
離
れ
て
白
い
色
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
よ
う
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
時
間
と
云
う
も
の
が
流
れ
て
い
て
、
そ
の

 

永  

劫 

え
い
ご
う

の
流
れ
の
な
か
に
事
件
が
発
展
推
移
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ

れ
は
前
に
申
し
た
分
化
統
一
の
力
が
、
こ
こ
ま
で
進
ん
だ
結
果
時
間
と
云
う

も
の
を
抽
象
し
て 

便 

宜 

上 

べ
ん
ぎ
じ
ょ
う
こ
れ
に
存
在
を
許
し
た
と
の
意
味
に
ほ
か
な
ら

ん
の
で
あ
り
ま
す
。
薔ば
薇ら
の
中
か
ら
香
水
を
取
っ
て
、
香
水
の
う
ち
に
薔
薇

が
あ
る
と
云
っ
た
よ
う
な 

論  

鋒 

ろ
ん
ぽ
う

と
思
い
ま
す
。
私
の
考
え
で
は
薔
薇
の
な

か
に
香
水
が
あ
る
と
云
っ
た
方
が
適
当
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
時
間
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及
び
あ
と
か
ら
御
話
を
す
る
空
間
と
云
う
の
は
大
分
む
ず
か
し
い
問
題
で
、

哲
学
者
に
云
わ
せ
る
と
大
変
や
か
ま
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
私
の
よ

う
な
粗
末
な
考
え
を
好
い
加
減
に
云
う
時
は
、
あ
ま
り
御
信
じ
に
な
ら
ん
方

が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
　
　
し
か
し
あ
ま
り
信
じ
な
く
っ
て
も
い
け

ま
せ
ん
。
ま
ず
演
説
の
終
る
ま
で
信
じ
て
お
っ
て
、
御
宅
へ
御
帰
り
に
な
る

頃
に
信
じ
な
く
な
る
の
が
ち
ょ
う
ど
い
い
加
減
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
次
に
今
云
う
意
識
の
連
続
　
　
す
な
わ
ち
甲
が
去
っ
て
乙
が
く
る
と
き
に
、

こ
う
云
う
場
合
が
あ
る
。
ま
ず
甲
を
意
識
し
て
、
そ
れ
か
ら
乙
を
意
識
す
る
。

今
度
は
そ
の
順
を
逆
に
し
て
、
乙
を
意
識
し
て
か
ら
甲
に
移
る
。
そ
う
し
て

こ
の
両ふた
つ
の
も
の
を
意
識
す
る
時
間
を
延
し
て
も
縮
め
て
も
、
両
意
識
の
関

係
が
変
ら
な
い
。
す
る
と
こ
の
関
係
は
比
較
的
時
間
と
独
立
し
た
関
係
で
あ
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っ
て
、
し
か
も
あ
る
一
定
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
事
が
わ
か
る
。
そ
の
時
に

吾
人
は
こ
れ
を
時
間
の
関
係
に
帰
着
せ
し
む
る
事
が
で
き
な
い
事
を
悟
っ
て
、

こ
れ
に
空
間
的
関
係
の
名
を
与
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
こ
れ
も

両
意
識
の
間
に
存
す
る
一
種
の
関
係
で
あ
っ
て
、
意
識
そ
の
も
の
を
離
れ
て

空
間
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
空
間
自
存
の
概
念
が
起
る

の
は
や
は
り
発
達
し
た
抽
象
を
認
め
て
実
在
と
見み
做な
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら

ぬ
。
文
法
と
云
う
も
の
は
言
葉
の
排
列
上
に
お
け
る
相
互
の
関
係
を
法
則
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
小
児
は
文
法
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
文
章
が
あ

る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
文
法
は
文
章
が
あ
っ
て
、
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
の

言
葉
の
関
係
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
ん
の
だ
か
ら
し
て
、
文
法
こ
そ
文
章
の
う

ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
云
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
ご
と
く
空
間
の
概
念
も
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具
体
的
な
る
両
意
識
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
ろ
し
い
と
思

う
。
そ
れ
を
便
宜
べ
ん
ぎ
の
た
め
に
抽
象
し
て
離
し
て
し
ま
っ
て
広
い
空
間
を
勝
手

次
第
に
抛ほう
り
出
す
と
、
無
辺
際
の
う
ち
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
物
が
散
点
し
て

い
る
よ
う
な
心
持
ち
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
の
空
間
論
も
大
分
難
物
の

よ
う
で
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
云
う
人
は
空
間
は
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
と
主

張
し
た
そ
う
で
す
し
、
カ
ン
ト
は
直
覚
だ
と
か
云
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、
私

の
云
う
事
は
、
あ
ま
り
当あて
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
方
が
当
に
な
さ
ら
ん

で
も
、
私
は
た
し
か
に
そ
う
思
っ
て
る
ん
だ
か
ら
毫ごう
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
自
分
だ
け
で
、
そ
う
思
っ
て
い
れ
ば
す
む
事
を
、
か
よ
う
に
何

の
か
の
と
申
し
上
げ
る
の
は
、
演
説
を
御
頼
み
に
な
っ
た
因
果
い
ん
が
で
や
む
を
え

ず
申
し
上
げ
る
の
で
、
も
し
こ
れ
を
申
し
上
げ
な
い
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
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も
文
学
談
に
移
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
抽
象
の
結
果
と
し
て
、
時
間
と
空
間
に
客
観
的
存
在
を
与
え
る
と
、

こ
れ
を
有
意
義
な
ら
し
む
る
た
め
に
数すう
と
い
う
も
の
を
製
造
し
て
、
こ
の
両

つ
の
も
の
を
測はか
る
便
宜
法
を
講
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
に
単
に
数
と

い
う
よ
う
な
間ま
の
抜
け
た
実
質
の
な
い
も
の
は
か
つ
て
存
在
し
た
試
し
が
な

い
。
今
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
数
と
云
う
の
は
意
識
の
内
容
に
関
係
な
く
、
た

だ
そ
の
連
続
的
関
係
を
前
後
に
左
右
に
も
っ
と
も
簡
単
に
測はか
る 

符  

牒 

ふ
ち
ょ
う

で
、

こ
ん
な
正
体
の
な
い
符
牒
を
製
造
す
る
に
は
よ
ほ
ど
骨
が
折
れ
た
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
意
識
の
連
続
の
う
ち
に
、
二
つ
も
し
く
は
二
つ
以
上
、
い
つ
で

も
同
じ
順
序
に
つ
な
が
っ
て
出
て
来
る
の
が
あ
り
ま
す
。
甲
の
後
に
は
必
ず
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乙
が
出
る
。
い
つ
で
も
出
る
。
順
序
に
お
い
て
毫ごう
も
変
る
事
が
な
い
。
す
る

と
こ
の
一
種
の
関
係
に
対
し
て
吾
人
ご
じ
ん
は
因
果
い
ん
が
の
名
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、

こ
の
関
係
だ
け
を
切
り
離
し
て
因
果
の
法
則
と
云
う
も
の
を 

捏  

造 

ね
つ
ぞ
う

す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
捏
造
と
云
う
と
妙
な
言
葉
で
す
が
、
実
際
あ
り
も
せ
ぬ
も
の

を
つ
く
り
出
す
の
だ
か
ら
捏
造
に
相
違
な
い
。
意
識
現
象
に
附
着
し
な
い
因

果
は
か﹅
ら﹅
の
因
果
で
あ
り
ま
す
。
因
果
の
法
則
な
ど
と
云
う
も
の
は
全
く
か﹅

ら﹅
の
も
の
で
、
や
は
り
便
宜
上
の
仮
定
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
知
ら
な
い

で
天
地
の
大
法
に
支
配
せ
ら
れ
て
…
…
な
ど
と
云
っ
て
す
ま
し
て
い
る
の
は
、

自
分
で
張
子
は
り
こ
の
虎
を
造
っ
て
そ
の
前
で
慄ふる
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
因
果
法
と
云
う
も
の
は
た
だ
今
ま
で
が
こ
う
で
あ
っ
た
と
云

う
事
を 

一  

目 

い
ち
も
く

に
見
せ
る
た
め
の
索
引
に
過
ぎ
ん
の
で
、
便
利
で
は
あ
る
が
、
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未
来
に
こ
の
法
を
超
越
し
た
連
続
が
出
て
来
な
い
な
ど
と
思
う
の
は
愚ぐ
の
極
き
ょ
く

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
よ
く
分
っ
た
人
は
俗
人
の
不
思
議
に
思
う
よ

う
な
事
を
毫ごう
も
不
思
議
と
思
わ
な
い
。
今
ま
で
知
れ
た
因
果
い
ん
が
以
外
に
い
く
ら

で
も
因
果
が
あ
り
得
る
も
の
だ
と
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ド
ン

が
鳴
る
と
必
ず 
昼  
飯 
ひ
る
め
し

だ
と
思
う
連
中
と
は
少
々
違
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
い
ら
で
前
段
に
述
べ
た
事
を 

総  

括 

そ
う
か
つ

し
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
先
へ

進
行
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
（
一
）
吾
々
は
生
き
た
い
と
云
う 

念  

々 

ね
ん
ね
ん

に
支

配
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
意
識
の
方
か
ら
云
う
と
、
意
識
に
は
連
続
的
傾
向

が
あ
る
。
（
二
）
こ
の
傾
向
が 

選  
択 

せ
ん
た
く

を
生
ず
る
。
（
三
）
選
択
が
理
想
を

孕はら
む
。
（
四
）
次
に
こ
の
理
想
を
実
現
し
て
意
識
が
特○

殊○

な
る
連
続
的
方
向

を
取
る
。
（
五
）
そ
の
結
果
と
し
て
意
識
が
分
化
す
る
、  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
な
る
、
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統
一
せ
ら
れ
る
。
（
六
）
一
定
の
関
係
を
統
一
し
て
時
間
に
客
観
的
存
在
を

与
え
る
。
（
七
）
一
定
の
関
係
を
統
一
し
て
空
間
に
客
観
的
存
在
を
与
え
る
。

（
八
）
時
間
、
空
間
を
有
意
義
な
ら
し
む
る
た
め
に
数
を
抽
象
し
て
こ
れ
を

使
用
す
る
。
（
九
）
時
間
内
に
起
る
一
定
の
連
続
を
統
一
し
て
因
果
い
ん
が
の
名
を

附
し
て
、
因
果
の
法
則
を
抽
象
す
る
。

　
ま
ず
ざ
っ
と
、
こ
ん
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
て
み
る
と
空
間
と
い
う
も

の
も
時
間
と
い
う
も
の
も
因
果
の
法
則
と
い
う
も
の
も
皆 

便 

宜 

上 

べ
ん
ぎ
じ
ょ
う
の
仮
定

で
あ
っ
て
、
真
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私
が
そ
う
云

う
の
で
す
。
諸
君
が
そ
う
で
な
い
と
云
え
ば
そ
れ
で
も
よ
い
。
御
随
意
で
あ

る
。
と
に
か
く
今
日
だ
け
は
そ
う
仮
定
し
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

で
な
い
と
話
が
進
行
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
ん
な
余
計
な
仮
定
を
し
て
平
気
で
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い
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
が
人
間
の
下げ
司す
な  

了    

簡  

り
ょ
う
け
ん

で
、
我
々
は
た
だ
生

き
た
い
生
き
た
い
と
の
み
考
え
て
い
る
。
生
き
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
嘘うそ
で

も
吐つ
く
、
ど
ん
な
間
違
で
も
構
わ
ず
遂
行
す
る
、
真
ま
こ
とに
あ
さ
ま
し
い
も
の
ど

も
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
空
間
が
あ
る
と
し
な
い
と
生
活
上
不
便
だ
と
思
う
と
、

す
ぐ
空
間
を 

捏  
造 

ね
つ
ぞ
う

し
て
し
ま
う
。
時
間
が
な
い
と
不
都
合
だ
と
勘
づ
く
と
、

よ
ろ
し
い
、
そ
れ
じ
ゃ
時
間
を
製
造
し
て
や
ろ
う
と
、
す
ぐ
時
間
を
製
造
し

て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
抽
象
や
種
々
な
仮
定
は
、
み
ん
な
背

に
腹
は
代
え
ら
れ
ぬ
切
な
さ
の
あ
ま
り
か
ら
割
り
出
し
た
嘘
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
嘘
か
ら
出
た
真
実
ま
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
こ
の
嘘
が
便
宜
で
あ
る

か
は
、
何
年
と
な
く
嘘
を
つ
き
習
っ
た
、
末 
世 

澆 

季 
ま
つ
せ
ぎ
ょ
う
き

の
今
日
で
は
、
私
も

こ
の
嘘
を
真
実

し
ん
じ
つ
と
思
い
、
あ
な
た
方
も
こ
の
嘘
を
真
実
と
思
っ
て
、
誰
も
怪
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し
む
も
の
も
な
く
、
疑
う
も
の
も
な
く
、
公
々
然
憚
は
ば
かる
と
こ
ろ
な
く
、
仮
定

を
実
在
と
認
識
し
て
嬉うれ
し
が
っ
て
い
る
の
で
も
分
り
ま
す
。
貧
し
て
鈍
す
と

も
、
窮
す
れ
ば
濫らん
す
と
も
申
し
て
、
生
活
難
に
追
わ
れ
る
と
み
ん
な
こ
う
堕

落
し
て
参
り
ま
す
。
要
す
る
に
生
活
上
の
利
害
か
ら
割
り
出
し
た
嘘
だ
か
ら
、

 

大 

晦 

日 

お
お
み
そ
か

に
女
郎
の
こ
ぼ
す
涙
と
同
じ
く
ら
い
な
実
ま
こ
とは
含
ん
で
お
り
ま
す
。

な
ぜ
と
云
っ
て
御
覧
な
さ
い
。
も
し
時
間
が
あ
る
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
ま
た

時
間
を
計
る
数
と
云
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
土
曜
に
演
説
を
受
け
合
っ
て
日

曜
に
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
御
互
の
損
に
な
り
ま
す
。
空
間
が
あ
る
と
心
得

な
け
れ
ば
、
ま
た
空
間
を
計
る
数
と
云
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
電
車
を
避
け

る
事
も
で
き
ず
、
二
階
か
ら
下
り
る
事
も
で
き
ず
、
交
番
へ
突
き
当
っ
た
り
、

犬
の
尾
を
踏
ん
だ
り
、
は
な
は
だ
嬉うれ
し
く
な
い
結
果
に
な
り
ま
す
。
普
通
に
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知
れ
渡
っ
た
因
果
の
法
則
も
こ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
す
べ
て
こ
れ

ら
に
存
在
の
権
利
を
与
え
な
い
と
吾
身
わ
が
み
が
危
う
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
が
身

が
危
う
け
れ
ば
ど
ん
な
無
理
な
事
で
も
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

無
法
が
あ
る
も
の
か
と
力
味
り
き
ん
で
い
る
人
は
死
ぬ
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
現
今
ぴ
ん
ぴ
ん
生
息
し
て
い
る
人
間
は
皆
不
正
直
も
の
で
、
律
義
り
ち
ぎ
な
連
中

は
と
く
の
昔
に
、
汽
車
に
引
か
れ
た
り
、
川
へ
落
ち
た
り
、
巡
査
に
つ
か
ま

っ
た
り
し
て
、
こ
と
ご
と
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
御
承
知
に
な
れ
ば
大
し
た

間
違
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
す
で
に
空
間
が
で
き
、
時
間
が
で
き
れ
ば
意
識
を
割さ
い
て
我
と
物
と
の
二

つ
に
す
る
事
は
容
易
で
あ
り
ま
す
。
容
易
な
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
じ
ゃ
な
い
。
実

は
我
と
物
を
区
別
し
て
こ
れ
を
手
際
て
ぎ
わ
よ
く
安
置
す
る
た
め
に
空
間
と
時
間
の
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御
堂
み
ど
う
を  

建    

立  

こ
ん
り
ゅ
う

し
た
も
同
然
で
あ
る
。
御
堂
が
で
き
る
や
否
や
待
ち
構
え

て
い
た
我
々
は
意
識
を
攫つか
ん
で
は
抛な
げ
、
攫
ん
で
は
抛
げ
、
あ
た
か
も
粟  

あ
わ
も

餅 

屋 

ち
や

が
餅
を
ち
ぎ
っ
て
黄き
ナ
粉こ
の
中
へ
放
り
込
む
よ
う
な
勢
で
抛
げ
つ
け

ま
す
。
こ
の
黄
ナ
粉
が
時
間
だ
と
、
過
去
の
餅
、
現
在
の
餅
、
未
来
の
餅
に

な
り
ま
す
。
こ
の
黄
ナ
粉
が
空
間
だ
と
、
遠
い
餅
、
近
い
餅
、
こ
こ
の
餅
、

あ
す
こ
の
餅
に
な
り
ま
す
。
今
で
も
私
の
前
に
あ
な
た
方
が
百
五
十
人
ば
か

り
な
ら
ん
で
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
失
礼
な
が
ら
私
が
便
宜
の
た
め
、
そ
こ
へ

抛
げ
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
空
間
の
で
き
た
今
日
で
あ
る
か
ら
、

嘘
に
も
せ
よ
せ
っ
か
く
出
来
上
っ
た
も
の
を
使
わ
な
い
の
も
宝
の
持
腐
れ
で

あ
る
か
ら
、
都
合
に
よ
り
、
ぴ
し
ゃ
ぴ
し
ゃ
投
出
す
と
約
百
余
人
ち
ゃ
ん
と
、

そ
こ
に
行
儀
よ
く
並
ん
で
お
ら
れ
て
至
極
し
ご
く
便
利
で
あ
り
ま
す
。
投
げ
る
と
申
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す
と
失
敬
に
当
り
ま
す
が
、 

粟  

餅 

あ
わ
も
ち

と
は
認
め
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
大
し

た
非
礼
に
は
な
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
放
射
作
用
と
前
に
申
し
た
分
化
作
用
が 

合  

併 

が
っ
ぺ
い

し
て
我
以
外
の
も
の

を
、
単
に
我
以
外
の
も
の
と
し
て
お
か
な
い
で
、
こ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な
名
称

を
与
え
て
互
に
区
別
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
感
覚
的
な
も
の
と
超

感
覚
的
な
も
の
（
あ
る
か
な
い
か
知
ら
な
い
が
幽
霊
と
か
神
と
か
云
う
正
体

の
分
ら
ぬ
も
の
を
指
す
の
で
す
）
に
分
類
す
る
。
そ
の
感
覚
的
な
も
の
を
ま

た
眼
で
見
る
色
や
形
、
耳
で
聴
く
音
や
響
、
鼻
で
嗅か
ぐ
香
、
舌
で
し
る
味
な

ど
に
区
別
す
る
。
か
く
の
ご
と
く
区
別
さ
れ
た
も
の
を
、
ま
た
だ
ん
だ
ん
に

細
か
く
割
っ
て
行
く
。
分
化
作
用
が
行
わ
れ
て
、
感
覚
が
鋭
敏
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
こ
の
区
別
は
微
精
に
な
っ
て
来
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
同
一
に
統
一
作
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用
が
行
わ
れ
る
か
ら
し
て
、
一
方
で
は
草
と
な
り
、
木
と
な
り
、
動
物
と
な

り
、
人
間
と
な
る
の
み
な
ら
ず
。
草
は
菫
す
み
れと
な
り
、
蒲
公
英

た
ん
ぽ
ぽ

と
な
り
、
桜
草

と
な
り
、
木
は
梅
と
な
り
、
桃
と
な
り
、
松
と
な
り
、
檜
ひ
の
きと
な
り
、
動
物
は

牛
、
馬
、
猿
、
犬
、
人
間
は
士
、
農
、
工
、
商
、
あ
る
い
は
老
、
若
、
男
、

女
、
も
し
く
は
貴
、
賤
、
長
、
幼
、
賢
、
愚
、
正
、
邪
、
い
く
ら
で
も
分
岐

し
て
来
ま
す
。
現
に
今
日
で
も
植
物
学
者
の
見
分
け
得
る
草
や
花
の
種
類
は

ほ
と
ん
ど
吾
人
ご
じ
ん
の
幾
百
倍
に
上
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
諸
君
の
よ

う
な
画
家
の
鑑
別
す
る
色
合
は
普
通
人
の
何
十
倍
に
当
る
か
分
ら
ん
で
し
ょ

う
。
そ
れ
も
何
の
た
め
か
と
云
え
ば
、
元
に
還
っ
て
考
え
て
見
る
と
、
つ
ま

り
は
、
う
ま
く
生
き
て
行
こ
う
の
一
念
に
、
こ
の
分
化
を
促
う
な
がさ
れ
た
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
一
種
の
意
識
連
続
を
自
由
に
得
ん
が
た
め
に
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（
選
択
の
区
域
に
出
来
得
る
だ
け
の
余
裕
を
与
え
ん
が
た
め
に
）
あ
ら
か
じ

め
意
識
の
範
囲
を
広
く
す
る
と
云
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。

私
共
は
ど
の
草
を
見
て
も
皆
一
様
に
青
く
見
え
る
。
青
の
う
ち
で
い
ろ
い
ろ

な
種
類
を
意
識
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
い
か
ん
せ
ん
分
化
作
用
が
そ
こ
ま
で

達
し
て
お
ら
ん
か
ら
皆
無
駄
目
で
あ
る
。
少
く
と
も
色
に
つ
い
て
変
化
に
富

ん
だ
複
雑
の
生
活
は
送
れ
な
い
事
に
帰
着
す
る
。
盲
眼
め
く
ら
の
毛
の
生は
え
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
情
な
い
次
第
だ
と
思
い
ま
す
。
或
る
評
家
の
語
に
吾
人
が
一

色
を
認
む
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
チ
チ
ア
ン
は
五
十
色
を
認
め
る
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
単
に
画
家
だ
か
ら
重
宝
だ
と
云
う
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間

と
し
て
比
較
的
融
通
の
利き
く
生
活
が
遂
げ
ら
る
る
と
云
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

意
識
の
材
料
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
選
択
の
自
由
が
利
い
て
、
あ
る
意
識
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の
連
続
を
容
易
に
実
行
で
き
る
　
　
即
ち
自
己
の
理
想
を
実
行
し
や
す
い
地

位
に
立
つ
　
　
人
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
融
通
の
利
く
人
と
申
す

の
で
あ
り
ま
す
。
単
に
色
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
思
想
の
乏
し

い
人
の
送
る
内  
生    

涯  
し
ょ
う
が
い

と
云
う
も
の
も
色
に
お
け
る
吾
々
と
同
じ
く
、
気

の
毒
な
ほ
ど
憐
あ
わ
れな
も
の
で
す
。
い
く
ら
金
銭
に
不
自
由
が
な
く
て
も
、
い
く

ら
地
位
門
閥
が
高
く
て
も
、
意
識
の
連
続
は
単
調
で
、
平
凡
で
、
毫ごう
も
理
想

が
な
く
て
、
高
、
下
、
雅
、
俗
、
正
、
邪
、
曲
、
直
の
区
別
さ
え
分
ら
な
く

て
昏
々    

濛        

々    

こ
ん
こ
ん
も
う
も
う

と
し
て
ア
ミ
ー
バ
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
ま
す
。
こ

ん
な
連
中
は
人
間
さ
え
見
れ
ば
誰
も
彼
も
み
な
同
じ
物
だ
と
思
っ
て
働
き
か

け
ま
す
。
そ
れ
は
頭
が 

不 

明 

暸 

ふ
め
い
り
ょ
う
な
ん
だ
か
ら
だ
と
注
意
し
て
や
る
と
、
か

え
っ
て
吾
々
を 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
た
り
、
罵
倒
し
た
り
す
る
か
ら
厄
介
で
す
　
　
し

48文芸の哲学的基礎



か
し
こ
れ
は
こ
こ
で
云
う
事
で
は
な
い
。
演
説
の
足
が
滑すべ
っ
て
泥ど
溝ぶ
の
中
へ

ち
ょ
っ
と
落
ち
た
の
で
す
。
す
ぐ
這は
い
上あが
っ
て
真
直
に
進
行
し
ま
す
。

　
吾
人
は
今
申
す
通
り
我○

に
対
す
る
物○

を
空
間
に
放
射
し
て
、
分
化
作
用
で

こ
れ
を
精
細
に
区
別
し
て
行
き
ま
す
。
同
時
に
我○

に
対
し
て
も
ま
た
同
様
の

分
化
作
用
を
発
展
さ
せ
て
、
身
体
と
精
神
と
を
区
別
す
る
。
そ
の
精
神
作
用

を
知
、
情
、
意
、
の
三
に
区
別
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
知
を
割
り
、
情
を

割
り
、
そ
の
作
用
の
特
性
に
よ
っ
て
ま
た
い
ろ
い
ろ
に
識
別
し
て
行
き
ま
す
。

こ
の
方
面
は
主
と
し
て
心
理
学
者
と
云
う
も
の
が
専
門
と
し
て
担
任
し
て
い

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
に
聞
く
の
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
。
も
っ
と
も
心
理

学
者
の
や
る
事
は
心
の
作
用
を
分
解
し
て
抽
象
し
て
し
ま
う
弊へい
が
あ
る
。
知

情
意
は
当
を
得
た
分
類
か
も
知
れ
ぬ
が
、
三
つ
の
作
用
が
各
独
立
し
て
、
他
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と
交
渉
な
く
働
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
作
用
は
ど
ん
な
に

立
入
っ
て
細
か
い
点
に
至
っ
て
も
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
見
る
と
や
は
り
知

情
意
の
三
つ
を
含
ん
で
い
る
場
合
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
の
三
作
用
を 

截  

然 

せ
つ
ぜ
ん

と
区
別
す
る
の
は
全
く 

便 

宜 

上 

べ
ん
ぎ
じ
ょ
う
の
抽
象
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
法
を
用
い
な

い
で
、
し
か
も
極
度
の
分
化
作
用
に
よ
る
微
細
な
る
心
の
働
き
（
全
体
と
し

て
）
を
写
し
て
人
に
示
す
の
は
お
も
に
文
学
者
が
や
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
文

学
者
の
仕
事
も
こ
の
分
化
発
展
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
、 

朦  

朧 

も
う
ろ
う

た
る
も
の

を
明
暸
に
意
識
し
、
意
識
し
た
る
も
の
を
仔
細
し
さ
い
に
区
別
し
て
行
き
ま
す
。
例

え
ば
昔
の
竹
取
物
語
と
か
、
太
平
記
と
か
を
見
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
人
間
が

出
て
来
る
が
み
ん
な
同
じ
人
間
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
西
鶴
な
ど
に
至
っ
て

も
や
は
り
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
あ
あ
い
う
著
者
に
は
人
間
が
た
い
て
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い
同
様
に
ぼ
う
っ
と
見
え
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
分
化
作
用
の
発
展
し
た

今
日
に
な
る
と
人
間
観
が
そ
う 

鷹  

揚 

お
う
よ
う

で
は
い
け
な
い
。
彼
ら
の
精
神
作
用

に
つ
い
て
微
妙
な
細
こ
ま
かい
割
り
方
を
し
て
、
し
か
も
そ
の
割
っ
た
部
分
を
明
細

に
描
写
す
る
手
際
て
ぎ
わ
が
な
け
れ
ば
時
勢
に
釣
り
合
わ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
眼
識

の
な
い
も
の
が
人
間
を
写
そ
う
と
企
て
る
の
は
、
あ
た
か
も
色
盲
が
絵
を
か

こ
う
と
発
心
す
る
よ
う
な
も
の
で
と
う
て
い
成
功
は
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

画
を
専
門
に
な
さ
る
、
あ
な
た
方がた
の
方
か
ら
云
う
と
、
同
じ
白
色
を
出
す
の

に
白
紙
の
白
さ
と
、
食
卓
布
の
白
さ
を
区
別
す
る
く
ら
い
な
視
覚
力
が
な
い

と
視
覚
の
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
充
分
理
想
通
り
の
色
を
表
現
す
る
事
が

で
き
な
い
と
同
様
の
意
義
で
、
　
　
文
学
者
の
方
で
も
同
性
質
、
同
傾
向
、

同
境
遇
、
同
年
輩
の
男
で
も
、
そ
の
間
に
微
妙
な
区
別
を
認
め
得
る
く
ら
い
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な
眼
光
が
な
い
と
、
人
を
視
る
力
の
発
達
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
性
格
を

描
写
し
た
と
は
申
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
人
間
を
か
く
文

学
者
は
、
単
に
文
学
者
で
は
な
ら
ん
、
要
す
る
に
人
間
を
識
別
す
る
能
力
が

発
達
し
た
人
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
す
。
進
ん
だ
る
世
の
中
に
、
も
っ
と

も
進
ん
だ
る
眼
識
を
具そな
え
た
男
　
　
特
に
文
学
者
と
し
て
で
は
な
い
、
一
般

人
間
と
し
て
こ
の
方
面
に
立
派
な
腕
前
の
あ
る
男
　
　
で
な
け
れ
ば
手
は
出

せ
ぬ
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
は
そ
う
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
何なん
の
小
説

家
が
と
、
小
説
家
を
も
っ
て
あ
た
か
も 

指 

物 

師 

さ
し
も
の
し

と
か 

経 

師 

屋 

き
ょ
う
じ
や

の
ご
と
く

単
に
筆
を
舐ねぶ
っ
て
衣
食
す
る
人
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
小
説
家
よ
り
も
大

学
の
先
生
の
方
が
遥
は
る
かに
え
ら
い
と
考
え
て
い
る
。
内
務
省
の
地
方
局
長
の
方

が
な
お
遥
に
え
ら
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
臣
や
金
持
や
華
族
様
は
な
お
な
お
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遥
に
え
ら
い
と
思
っ
て
い
る
。
妙
な
事
で
あ
り
ま
す
。
も
し
我
々
が
小
説
家

か
ら
、
人
間
と
云
う
も
の
は
、
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
云
う
新
事
実
を
教
え

ら
れ
た
な
ら
ば
、
我
々
は
我
々
の
分
化
作
用
の
径
路
に
お
い
て
、
こ
の
小
説

家
の
た
め
に
一
歩
の
発
展
を
促
う
な
がさ
れ
て
、
開
化
の
進
路
に
あ
た
る 

一  

叢 

ひ
と
む
ら

の

荊
棘
い
ば
ら
を
切
り
開
い
て
貰
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
小
説
家
の
功
力
く
り
き
は
こ
の
一
点
に
限
る
と
云
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
一
点

を
挙あ
げ
て
考
え
て
も
局
長
さ
ん
や
博
士
さ
ん
に
劣
る
も
の
で
な
い
と
云
う
の

で
あ
り
ま
す
）
も
し
諸
君
が
そ
ん
な
小
説
家
は
現
今
日
本
に
一
人
も
な
い
で

は
な
い
か
と
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
う
答
え
る
。
そ
れ
は
小
説
家
の
罪

で
は
な
い
。
現
今
日
本
の
小
説
家
（
私
も
そ
の
一
人
と
御
認
め
に
な
っ
て
よ

ろ
し
い
）
の
罪
で
あ
る
。
局
長
に
で﹅
も﹅
が
あ
る
ご
と
く
、
博
士
に
で﹅
も﹅
が
あ
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る
ご
と
く
、
小
説
家
に
で﹅
も﹅
が
あ
る
の
も
御
互
様
と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
り
ま
す
。
　
　
ま
た
泥ど
溝ぶ
の
中
へ
落
ち
ま
し
た
。

　
実
は
ま
だ
文
学
の
御
話
を
す
る
ほ
ど
に
講
演
の
歩
を
進
め
て
お
ら
ん
の
で

あ
り
ま
す
。
分
化
作
用
を
述
べ
る
際
に
つ
い
口
が
滑すべ
っ
て
文
学
者
こ
と
に
小

説
家
の
眼
識
に
論
及
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
を
も
っ

て
彼
ら
の
使
命
の
全
般
を
つ
く
し
た
と
は
申
さ
れ
な
い
。
前
に
も
云
う
通
り

つ
い
で
だ
か
ら
分
化
作
用
に
即そく
し
て
彼
ら
の
使
命
の
一
端
を
挙あ
げ
た
の
に
過

ぎ
ん
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
全
体
に
渉わた
っ
て
の
御
話
を
す
る
と
き
に

は
今
少
し 

概 

括 

的 

が
い
か
つ
て
き
に
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
で
す
。
こ
れ
か
ら
追
々

そ
こ
ま
で
漕
ぎ
つ
け
て
行
き
ま
す
。

　
か
く
分
化
作
用
で
、
吾
々
は
物
と
我
と
を
分
ち
、
物
を
分
っ
て
自
然
と
人
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間
（
物
と
し
て
観
た
る
人
間
）
と
超
感
覚
的
な
神
（
我
を
離
れ
て
神
の
存
在

を
認
め
る
場
合
に
云
う
の
で
あ
り
ま
す
）
と
し
、
我
を
分
っ
て
知
、
情
、
意

の
三
と
し
ま
す
。
こ
の
我○

な
る
三
作
用
と
我
以
外
の
物○

と
を
結
び
つ
け
る
と
、

明
か
に
三
の
場
合
が
成
立
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
物
に
向
っ
て
知
を
働
か
す
人

と
、
物
に
向
っ
て
情
を
働
か
す
人
と
、
そ
れ
か
ら
物
に
向
っ
て
意
を
働
か
す

人
で
あ
り
ま
す
。
無
論
こ
の
三
作
用
は
元
来
独
立
し
て
お
ら
ん
の
だ
か
ら
、

こ
こ
で
知
を
働
か
し
、
情
を
働
か
し
、
意
を
働
か
す
と
云
う
の
は
重○

に
働
か

す
と
云
う
意
味
で
、
全
然
他
の
作
用
を
除
却
し
て
、
そ
れ
の
み
を
働
か
す
と

云
う
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の
う
ち
で
知
を
働
か
す
人
は
、

物
の
関
係
を
明
あ
き
らめ
る
人
で
俗
に
こ
れ
を
哲
学
者
も
し
く
は
科
学
者
と
云
い
ま

す
。
情
を
働
か
す
人
は
、
物
の
関
係
を
味
わ
う
人
で
俗
に
こ
れ
を
文
学
者
も
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し
く
は
芸
術
家
と
称とな
え
ま
す
。
最
後
に
意
を
働
か
す
人
は
、
物
の
関
係
を
改

造
す
る
人
で
俗
に
こ
れ
を
軍
人
と
か
、
政
治
家
と
か
、
豆
腐
屋

と
う
ふ
や

と
か
、
大
工

と
か
号
し
て
お
り
ま
す
。

　
か
よ
う
に
意
識
の
内
容
が
分
化
し
て
来
る
と
、
内
容
の
連
続
も
多
種
多
様

に
な
る
か
ら
、
前
に
申
し
た
理
想
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
意
識
の
連
続
を
も

っ
て
自
己
の
生
命
を
構
成
し
よ
う
か
と
云
う
選
択
の
区
域
も
大
分
自
由
に
な

り
ま
す
。
あ
る
人
は
比
較
的
知
の
作
用
の
み
を
働
か
す
意
識
の
連
続
を
得
て

生
存
せ
ん
と
冀
こ
い
ね
がい
、
つ
い
に
学
者
に
な
り
ま
す
。
ま
た
あ
る
人
は
比
較
的
情

を
働
か
す
意
識
の
連
続
を
も
っ
て
生
活
の
内
容
と
し
た
い
と
云
う
理
想
か
ら

と
う
と
う
文
士
と
か
、
画
家
と
か
、
音
楽
家
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た

あ
る
人
は
意
志
を
多
く
働
か
し
得
る
意
識
の
連
続
を
希
望
す
る
結
果
百
姓
に
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な
っ
た
り
、
車
引
に
な
っ
た
り
　
　
こ
れ
は
た
ん
と
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、

軍いく
さを
し
た
り
、
冒
険
に
出
た
り
、
革
命
を
企
て
た
り
す
る
の
は
大
分
あ
る
で

し
ょ
う
。

　
か
く
人
間
の
理
想
を
三
大
別
し
た
と
こ
ろ
で
、
我
々
、
す
な
わ
ち
今
日
こ

の
席
で
講
演
の
栄
誉
を
有
し
て
い
る
私
と
、
そ
の
講
演
を
御
聴
き
下
さ
る
諸

君
の
理
想
は
何
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
云
う
ま
で
も
な
く
第
二
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
情
を
働
か
し
て
生
活
し
た
い
、
知
意
を
働
か
せ
た
く
な
い

と
云
う
の
で
は
な
い
が
、
情
を
離
れ
て
活い
き
て
い
た
く
な
い
と
云
う
の
が
我

々
の
理
想
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
た
だ
「
情
が
理
想
」
で
は
合
点
が
て
ん
が
行
か
な

い
。
御
互
に
な
る
ほ
ど
と
合
点
が
参
る
た
め
に
は
、
今
少
し
詳
細
に
「
情
を

理
想
と
す
る
」
と
は
、
こ
ん
な
も
の
だ
と
小こま
か
く
割
っ
て
御
話
し
を
し
な
け
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れ
ば
な
る
ま
い
と
思
い
ま
す
。

　
情
を
働
か
す
人
は
物
の
関
係
を
味
わ
う
ん
だ
と
申
し
ま
し
た
。
物
の
関
係

を
味
わ
う
人
は
、
物
の
関
係
を
明
あ
き
らめ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
場
合
に
よ
っ

て
は
こ
の
関
係
を
改
造
し
な
く
て
は
味
が
出
て
来
な
い
か
ら
し
て
、
情
の
人

は
か
ね
て
、
知
意
の
人
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
文
芸
家
は
同
時
に
哲
学
者
で

同
時
に
実
行
的
の
人
（
創
作
家
）
で
あ
る
の
は
無
論
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

関
係
を
明
め
る
方
を
専
も
っ
ぱら
に
す
る
人
は
、
明
め
や
す
く
す
る
た
め
に
、
味
わ

う
事
の
で
き
な
い
程
度
ま
で
に
こ
の
関
係
を
抽
象
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
林
檎
り
ん
ご
が
三
つ
あ
る
と
、
三
と
云
う
関
係
を
明
か
に
さ
え
す
れ
ば
よ
い

と
云
う
の
で
、 

肝  

心 

か
ん
じ
ん

の
林
檎
は
忘
れ
て
、
た
だ
三
の
数すう
だ
け
に
重
き
を
お

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
文
芸
家
に
と
っ
て
も
関
係
を
明
か
に
す
る
必
要
は
あ
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る
が
、
こ
れ
を
明
か
に
す
る
の
は
従
前
よ
り
よ
く
こ
の
関
係
を
味
わ
い
得
る

た
め
に
、
明
か
に
す
る
の
だ
か
ら
し
て
、
い
く
ら
明
か
に
な
る
か
ら
と
云
う

て
、
こ
の
関
係
を
味
わ
い
得
ぬ
程
度
ま
で
に
明
か
に
し
て
は
何
に
も
な
ら
ん

の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
三
と
云
う
関
係
を
知
る
の
は
結
構
だ
が
林
檎
り
ん
ご
と
云

う
果
物
を
忘
る
る
事
は
と
う
て
い
文
芸
家
に
は
で
き
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
文

芸
家
の
意
志
を
働
か
す
場
合
も
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
物
の
関
係
を
改
造

す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
、
よ
り
よ
く
情
を
働
か
し
得
る
た
め
に
改
造
す
る

の
で
あ
る
。
か
ら
し
て
情
の
活
動
に
反
す
る
程
度
ま
で
に
こ
の
関
係
を
新
あ
ら
たに

し
て
し
ま
う
の
は
、
文
芸
家
の
断
じ
て
や
ら
ぬ
事
で
あ
り
ま
す
。
松
の
傍
か
た
わ
らに

石
を
添
え
る
事
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
松
を
切
っ
て
湯
屋
に
売
払
う
事
は
よ

ほ
ど
貧
乏
し
な
い
と
で
き
に
く
い
。
せ
っ
か
く
の
松
を
一
片
の
煙
と
し
て
し
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ま
う
と
も
う
、
情
を
働
か
す
余
地
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
て
見

る
と
文
芸
家
は
「
物
の
関
係
を
味
わ
う
も
の
だ
」
と
云
う
句
の
意
味
が
い
さ

さ
か  
明    
暸  
め
い
り
ょ
う

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
物
の
関
係
を
味
わ

い
得
ん
が
た
め
に
は
、
そ
の
物
が
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、

知
意
の
働
き
で
、
具
体
的
の
も
の
を
打
ち
壊
し
て
し
ま
う
や
否
や
、
文
芸
家

は
こ
の
関
係
を
味
わ
う
事
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
ど
こ
ま
で
も
具

体
的
の
も
の
に
即
し
て
、
情
を
働
か
せ
る
、
具
体
の
性
質
を
破
壊
せ
ぬ
範
囲

内
に
お
い
て
知
、
意
を
働
か
せ
る
。
　
　
ま
ず
こ
う
な
り
ま
す
。

　
す
る
と
文
芸
家
の
理
想
は
と
う
て
い
感
覚
的
な
も
の
を
離
れ
て
は
成
立
せ

ん
と
云
う
事
に
な
り
ま
す
。
（
こ
の
事
を
詳くわ
し
く
論
ず
る
と
い
ろ
い
ろ
の
疑

問
が
起
っ
て
来
ま
す
が
、
今
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
述
べ
ま
せ
ん
。
ま
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ず
大
体
の
上
に
お
い
て
こ
の
命
題
は
確
然
た
る 

根  

拠 

こ
ん
き
ょ

の
あ
る
も
の
と
御
考

え
に
な
っ
て
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
）
早
い
話
し
が
無
臭
無

形
の
神
の
事
で
も
か
こ
う
と
す
る
と
何
か
感
覚
的
な
も
の
を
借
り
て
来
な
い

と
文
章
に
も
絵
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
旧
約
全
書
の
神
様
や 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ャ

の

神
様
は
み
ん
な
声
と
か
形
と
か
あ
る
い
は
そ
の
他
の
感
覚
的
な
力
を
有
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
吾
人
文
芸
家
の
理
想
は
感
覚
的
な
る
或
物
を
通
じ
て

一
種
の
情
を
あ
ら
わ
す
と
云
う
て
も
宜よろ
し
か
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
そ
こ
で
問

題
は
二
つ
に
な
り
ま
す
。
一
は
感
覚
的
な
も
の
と
は
何
だ
と
云
う
問
題
で
二

は
い
わ
ゆ
る
一
種
の
情
と
は
、
感
覚
的
な
も
の
の
、
ど
の
部
分
に
よ
っ
て
、

ど
ん
な
具
合
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
か
ま
た
、
「
感
覚
的
な
も
の
を
通
じ
て
」
と

云
う
の
は
感
覚
的
な
も
の
を
使
っ
て
、
こ
の
道
具
の
方
便
で
あ
る
情
を
あ
ら
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わ
す
と
云
う
の
か
、
し
か
ら
ず
ん
ば
感
覚
的
な
も
の
、
そ
れ
自
身
が
こ
の
情

を
あ
ら
わ
す
目
的
物
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
を
解
釈
す
る

と
文
芸
家
の
理
想
の
分
化
す
る
模
様
が
大
体 

見  

当 

け
ん
と
う

が
つ
き
ま
す
。
第
一
問

の
解
釈
、
第
二
問
の
解
釈
と
し
て
順
を
追
う
て
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
た
だ
秩

序
を
立
て
て
分
り
や
す
く
す
る
た
め
に
や
は
り
一
二
の
番
号
を
ふ
っ
て
説
明

し
て
行
き
ま
す
。

（
一
）
私
は 

最  

前 

さ
い
ぜ
ん

空
間
、
時
間
の  

建    

立  

こ
ん
り
ゅ
う

か
ら
し
て
、
物
我
の
二
世
界

を
作
る
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
物○

な
る
も
の
は
自
然
で
あ
る
、
人
間
で
あ
る
、

（
単
に
物
と
し
て
見
た
る
）
神
で
あ
る
（
我
以﹅
外﹅
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
）

と
申
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
で
神
は
感
覚
的
な
も
の
で
な
い
か
ら
問
題
に
な

り
ま
せ
ん
。
も
し
文
芸
に
神
が
出
現
す
る
と
き
は
感
覚
的
な
或
物
を
通
じ
て
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く
る
の
だ
か
ら
、
出
現
す
る
と
し
て
も
、
他
と
同
じ
分
類
の
な
か
に
這は
入い
る

か
ら
し
て
や
は
り
問
題
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
残
る
も
の
は

自
然
と
人
間
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
我
々
は
自
然
と
こ
の
人
間
と
に
対
し

て
一
種
の
情
を
有
し
て
お
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
感
覚
的
な
る
自
然
と
感
覚

的
な
る
人
間
そ
の
も
の
の
色
合
や
ら
、
線
の
配
合
や
ら
、
大
小
や
ら
、
比
例

や
ら
、
質
の
軟
硬
や
ら
、
光
線
の
反
射
具
合
や
ら
、
彼
ら
の
有
す
る
音
声
や

ら
、
す
べ
て
こ
れ
ら
の
感
覚
的
な
る
も
の
に
対
し
て
趣
味
、
す
な
わ
ち
好
悪
こ
う
お
、

す
な
わ
ち
情
、
を
有
し
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
の
感
覚
的
な
物
の
関

係
を
味
わ
う
事
が
で
き
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
優
れ
た

る
関
係
を
意
識
し
た
く
な
り
ま
す
。
そ
の
意
識
し
た
い
理
想
を
実
現
す
る
一

方
法
と
し
て
詩
が
で
き
ま
す
、
画
が
で
き
ま
す
。
こ
の
理
想
に
対
す
る
情
の
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も
っ
と
も
著
し
き
も
の
を
称
し
て
美
的
情
操
と
云
い
ま
す
。
（
実
は
美
的
理

想
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
な
理
想
が
起
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
一
種
の

関
係
に 
突  
兀 
と
っ
こ
つ

と
云
う
名
を
与
え
、
あ
る
い
は
他
種
の
関
係
に  

飄    

逸  

ひ
ょ
う
い
つ

と

云
う
名
を
与
え
て
、
突
兀
的
情
操
、
飄
逸
的
情
操
と
云
う
の
を
作
っ
て
も
差さ

     

支   

し
つ
か
え

な
い
。
分
化
作
用
が
発
達
す
れ
ば
自
然
と
こ
こ
へ
来
る
に
き
ま
っ
て

い
ま
す
。
西
洋
人
の
唱とな
え
出
し
た
美
と
か
美
学
と
か
云
う
も
の
の
た
め
に
我

々
は
大
に
迷
惑
し
ま
す
）
か
よ
う
に
し
て
美
的
理
想
を
自
然
物
の
関
係
で
実

現
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
山
水
専
門
の
画
家
に
な
っ
た
り
、
天
地
の
景
物
を

咏えい
ず
る
事
を
好
む
支
那
詩
人
も
し
く
は
日
本
の
俳
句
家
の
よ
う
な
も
の
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
こ
の
美
的
理
想
を
人
物
の
関
係
に
お
い
て
実
現

し
よ
う
と
す
る
と
、
美
人
を
咏
ず
る
事
の
好
き
な
詩
人
が
で
き
た
り
、
こ
れ
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を
写
す
事
の
御
得
意
な
画
家
に
な
り
ま
す
。
現
今
西
洋
で
も
日
本
で
も
や
か

ま
し
く
騒
い
で
い
る
裸
体
画
な
ど
と
云
う
も
の
は
全
く
こ
の
局
部
の
理
想
を

  

生    
涯  

し
ょ
う
が
い

の
目
的
と
し
て
苦
心
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
技
術
と
し
て
は

む
ず
か
し
い
か
も
知
れ
ぬ
が
文
芸
家
の
理
想
と
し
て
は
、
ほ
ん
の
一
部
分
に

過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
人
に
よ
る
と
裸
体
画
さ
え
か
け
ば
、
画
の
能
事
は

尽
き
た
よ
う
に  

吹    
聴  

ふ
い
ち
ょ
う

し
て
い
る
。
私
は
画
の
方
は
心
得
が
な
い
か
ら
、

何なん
と
も
申
し
か
ね
る
が
、
あ
れ
は
仏
国
の
現
代
の
風
潮
が 

東  

漸 

と
う
ぜ
ん

し
た
結
果

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
画
で
も
詩
で
も
文
で
も
構
わ
な
い
。

感
覚
物
と
し
て
見
た
る
人
間
が
す
で
に
感
覚
物
の
一
部
分
に
過
ぎ
ん
上
に
、

美
的
情
操
と
云
う
の
が
ま
た
、
こ
の
感
覚
物
と
し
て
見
た
る
人
間
に
対
す
る

情
操
の
一
部
に
過
ぎ
ん
と
判
然
し
た
以
上
は
、
裸
体
美
と
云
う
も
の
は
尊
い
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も
の
か
は
知
れ
ぬ
が
、
狭
い
も
の
に
は
相
違
な
い
で
し
ょ
う
。

　
美
的
に
せ
よ
、
突
兀
的
に
せ
よ
、
飄
逸
的
に
せ
よ
、
皆
吾
人
の
物
の
関
係

を
味
う
時
の
味
い
方
で
、
そ
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
は
文
芸
家
の
理
想
で
き
ま

る
べ
き
問
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
分
化
の
結
果
理
想
が
殖ふ
え
れ
ば
、
ど
こ
ま

で
割
れ
て
行
く
か
分
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
い
く
ら
割
れ
て
も
、
こ
こ
に
云
う

理
想
は
、
感
覚
物
を
感
覚
物
と
し
て
見
た
時
に
そ
の
関
係
か
ら
生
ず
る
の
で

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
際
に
お
け
る
情
操
は
、
感
覚
物
そ
の
も
の
を
目

的
物
と
し
て
見
た
時
に
起
る
の
で
、
こ
れ
を
道
具
に
使
っ
て
、
そ
の 

媒  

介 

ば
い
か
い

に
よ
っ
て
、
感
覚
物
以
外
の
或
る
も
の
に
対
し
て
起
す
情
操
と
混
同
し
て
は

な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。

（
二
）
物
我
の
う
ち
物
に
対
す
る
理
想
と
情
操
と
は
以
上
で
大
抵
御
分
り
に
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な
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
我○

の
番
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ

ち
ら
を
少
々
説
明
し
ま
す
。

（
い
）
我○

の
作
用
を
知
情
意
に
区
別
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
、
こ

の
知
の
働
き
を
主
に
し
て
物
の
関
係
を
明
か
に
す
る
も
の
は
哲
学
者
も
し
く

は
科
学
者
だ
と
申
し
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
関
係
を
明
か
に
す
る
と
云
う
点
よ

り
見
れ
ば
哲
学
科
学
の
領
分
に
相
違
な
い
が
、
関
係
を
明
か
に
す
る
た
め
に

一
種
の
情
が
起
る
な
ら
ば
、
情
が
起
る
と
云
う
点
に
お
い
て
、
知
の
働
き
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
芸
的
作
用
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ん
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
知
を
働
か
し
て
情
の
満
足
を
得
る
た
め
に
は
前
に
説
明
し
た
通
り

感
覚
的
な
も
の
を
離
れ
て
、
単
に
物
の
関
係
の
み
を
抽
象
し
て
あ
ら
わ
し
て

は
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
る
と
文
芸
的
に
知
を
働
か
せ
る
た
め
感
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覚
的
の
具
体
を
藉か
り
て
来
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
、
具
体
を
藉
り
て
そ
の
媒

介
を
待
て
ば
知
の
働
き
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
文
芸
化
す
る
を
得
べ
し
と
云
う

事
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
新
し
い
文
芸
上
の
理
想
が
出
来
上

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
物
を
道
具
に
使
っ
て
、
知
を
働
か
し
、
そ
の
関
係
を
明

か
に
し
て
情
の
満
足
を
得
る
と
云
う
理
想
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
想
を
真しん
に

対
す
る
理
想
と
云
い
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
真
に
対
す
る
理
想
は
哲
学
者
及
び

科
学
者
の
理
想
で
あ
る
と
同
時
に
文
芸
家
の
理
想
に
も
な
り
ま
す
。
た
だ
し

後
者
は
具﹅
体﹅
を﹅
通﹅
じ﹅
て﹅
真
を
あ
ら
わ
す
と
云
う
条
件
に
束
縛
さ
れ
た
だ
け
が
、

前
者
と
異
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
真
の
あ
ら
わ
し
方
、
す
な

わ
ち
知
を
働
か
す
具
合
も
分
化
し
て
い
ろ
い
ろ
に
な
り
ま
す
が
、
お
も
に
人

間
の
精
神
作
用
が
、
（
こ
の
場
合
に
は
（
一
）
に
お
け
る
ご
と
く
人
間
を
純
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感
覚
物
と
見み
做な
さ
な
い
の
で
あ
る
）
あ
ら
か
じ
め
吾
人
の
予
想
し
た 

因 

果 

い
ん
が
り

律 つ
と
一
致
す
る
か
、
ま
た
は
こ
の
因
果
律
に
一
歩
の
分
化
を
加
え
た
る
新

意
義
に
応
じ
て
発
展
す
る
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
父
子
お
や
こ
が
激
論
を
し
て
い
る
と
、
急
に
火
事
が
起
っ
て
、
家
が
煙
に
つ
つ

ま
れ
る
。
そ
の
時
今
ま
で
激
論
を
し
て
い
た
親
子
が
、
急
に
喧
嘩
け
ん
か
を
忘
れ
て
、

互
に 

相  

援 

あ
い
た
す

け
て
門
外
に
逃
げ
る
と
こ
ろ
を
小
説
に
か
く
。
す
る
と
書
い
た

人
は
無
論
読
む
人
も
な
る
ほ
ど
さ
も
あ
り
そ
う
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
こ
の

小
説
は
あ
る
地
位
に
あ
る
親
子
の
関
係
を
明
か
に
し
た
と
云
う
点
に
お
い
て
、

作
者
及
び
読
者
の
知
を
働
か
し
得
て
、
真
に
対
す
る
情
の
満
足
を
得
せ
し
む

る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
は
反
対
に
、
大
変
中なか
の
よ
か
っ
た
夫
婦
が
飢
饉
き
き
ん
の

と
き
に
、
平
生
の
愛
を
忘
れ
て
、
妻
の
食
う
べ
き
粥かゆ
を
夫
が
奪
っ
て
食
う
と
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云
う
事
を
小
説
に
か
く
。
す
る
と
こ
れ
も
あ
る
位
地
境
遇
に
あ
る
夫
婦
の
関

係
を
明
か
に
す
る
と
云
う
点
で
同
様
の
満
足
を
作
者
と
読
者
に
与
え
る
か
も

知
れ
な
い
。
（
人
間
の
精
神
作
用
か
ら
云
う
と
真
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
時

に
は
相
反
し
て
も
依
然
と
し
て
双
方
共
真
で
あ
る
）
好
ん
で
こ
う
言
う
事
を

か
く
文
芸
家
を
真
を
理
想
に
す
る
文
芸
家
と
云
い
ま
す
。

（
ろ
）
吾
人
の
有
す
る
第
二
の
精
神
作
用
は
情
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
情
を
理

想
と
し
て
働
か
せ
る
人
を
文
芸
家
と
云
う
事
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
ま

す
が
、
説
い
て
こ
こ
に
至
る
と
混
雑
を
生
じ
や
す
い
か
ら
し
て
、
少
々
弁
じ

た
上
進
行
し
ま
す
。
単
に
情
と
云
う
と 
曖  

昧 
あ
い
ま
い

で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
れ
ば

我
々
が
情
の
活
動
を
得
ん
が
た
め
に
、
文
芸
上
の
作
物
を
仕
上
げ
た
り
、
ま

た
は
こ
れ
を
味
う
時
に
働
か
し
む
る
情
は
、
作
物
中
に
材
料
と
し
て
使
用
す
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る
情
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
感
覚
物
を
感

覚
物
と
し
て
見
る
と
き
に
一
種
の
情
を
起
し
ま
す
、
こ
の
情
は
す
な
わ
ち
文

芸
家
の
理
想
の
一
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
ま
た
感
覚
物
を
通
じ
て
知
を
働
か

せ
る
と
き
に
一
種
の
情
を
起
し
ま
す
。
こ
の
情
も
ま
た
文
芸
家
の
理
想
の
一

で
あ
り
ま
す
。
次
に
我
々
は
同
じ
く
感
覚
物
を
通
じ
て
情
を
働
か
せ
る
と
き

に
ま
た
一
種
の
情
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
両
ふ
た
つの
情
は
た
と

え
そ
の
内
容
に
お
い
て
彼ひ
此し
相
一
致
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
同
体
同
物
と

し
て
は
議
論
の
上
に
お
い
て
混
雑
を
生
ず
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
あ
る

感
覚
物
を
通
じ
て
怒
い
か
りと
云
う
情
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
物
よ
り
得

る
吾
人
の
情
も
ま
た
同
性
質
の
怒
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
（
時
に
は
異
性
質

の
情
を
起
す
事
あ
る
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
）
両
者
同
物
で
は
な
い
。
前
の
怒
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り
は
原
因
で
後
の
怒
り
は
結
果
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
直
す
と
、
前

の
怒
り
は
感
覚
物
に
附
着
し
た
怒
で
あ
る
。
（
た
と
い
そ
の
源
は
我
の
有
す

る
作
用
中
の
怒
り
を
我
以
外
に
放
射
し
て
創
設
せ
る
も
の
に
も
せ
よ
）
後
の

怒
は
我
と
云
う
自
己
中
に
起
る
怒
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
混
同
を
防
ぐ
た
め
に

こ
の
二
つ
を
区
別
し
て
お
い
て
歩
を
進
め
ま
す
。
し
か
し
そ
の
論
法
は
大
体

に
お
い
て
（
い
）
の
場
合
、
す
な
わ
ち
吾
人
は
知
の
働
き
を
愛
し
て
、
こ
れ

に
一
種
の
情
を
付
与
す
と
云
う
条くだ
り
に
説
明
し
た
も
の
と
変
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
吾
人
の
心
裏
し
ん
り
に
往
来
す
る
喜
怒
哀
楽
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
吾
人

の
意
識
の
大
部
分
を
構
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
発
現
を
客
観
的
に
し
て
、

こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
物
（
多
く
の
場
合
に
お
い
て
は
人
間
で
あ
り
ま
す
）
に
お

い
て
認
め
た
時
に
も
ま
た
大
に
吾
人
の
情
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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け
れ
ど
も
こ
の
刺
激
は
前
に
述
べ
た
条
件
に
基
も
と
づい
て
、
あ
る
具
体
、
こ
と
に

人
間
を
通
じ
て
情
が
あ
ら
わ
る
る
と
き
に
始
め
て  

享    

受  

き
ょ
う
じ
ゅ

す
る
事
が
で
き

る
の
で
あ
り
ま
す
。
情
に
お
い
て
興
味
を
有
す
る
か
ら
と
云
う
て
心
理
学
者

の
よ
う
に
情
だ
け
を
抽
象
し
て
、
こ
れ
を
死
物
と
し
て
取
扱
え
ば
文
芸
的
に

は
な
り
兼
ね
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
当
体
が
情
で
あ
る
だ
け
に
、
知

意
に
比
す
る
と
比
較
的
抽
象
化
し
て
も
物
に
な
ら
ん
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
を
詳くわ
し
く
説
明
す
る
余
裕
が
な
い
か
ら
略
し
ま
す
。

　
そ
こ
で
こ
の
種
の
理
想
に
在あ
っ
て
も
分
化
の
結
果
い
ろ
い
ろ
に
な
り
ま
す

が
、
ま
ず
標
準
を
云
う
と
、
物
を
通
し
て
　
　
物
と
云
う
よ
り
人
と
云
う
方

が
分
り
や
す
い
か
ら
人
と
し
ま
し
ょ
う
。
　
　
人
を
通
じ
て
愛
の
関
係
を
あ

ら
わ
す
も
の
、
こ
れ
は
十
中
八
九
い
わ
ゆ
る
小
説
家
の
理
想
に
な
っ
て
お
り
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ま
す
。
そ
の
愛
の
関
係
も
分
化
す
る
と
い
ろ
い
ろ
に
な
り
ま
す
。 

相  

愛 

あ
い
あ
い

し

て
夫
婦
に
な
っ
た
り
、
恋
の
病
に
罹かか
っ
た
り
　
　
も
っ
と
も
近
頃
の
小
説
に

は
そ
ん
な
古
風
な
の
は
滅
多
め
っ
た
に
な
い
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
皮
肉

な
の
に
な
る
と
、
嫁
に
行
き
な
が
ら
他
の
男
を
慕
っ
て
見
た
り
、
よ
う
や
く

思
が
遂
げ
て
い
っ
し
ょ
に
な
る
明
く
る
日
か
ら
喧
嘩
け
ん
か
を
始
め
た
り
、
い
ろ
い

ろ
な
理
想
　
　
理
想
と
云
う
の
も
お
か
し
い
よ
う
だ
　
　
と
に
か
く
い
ろ
い

ろ
で
き
ま
す
。
次
に
は
忠
、
孝
、 

義 

侠 

心 

ぎ
き
ょ
う
し
ん
、
友
情
、
お
も
な
徳
義
的
情
操

は
そ
の
分
化
し
た
変
形
と
共
に
皆
標
準
に
な
り
ま
す
。
こ
の
徳
義
的
情
操
を

標
準
に
し
た
も
の
を
総
称
し
て
善
の
理
想
と
呼
ぶ
事
が
で
き
ま
す
。
こ
の
事

は
も
っ
と
委
細
に
御
話
し
た
い
が
時
間
が
な
い
か
ら
略
し
て
次
に
移
り
ま
す
。

（
は
）
精
神
作
用
の
第
三
は
意
志
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
志
が
文
芸
的
に
あ
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ら
わ
れ
得
る
た
め
に
は
、
や
は
り
前
述
の
条
件
に
従
っ
て
、
感
覚
的
な
物
を

通
じ
て
具
体
化
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
感
覚
的
な
物

は
道
具
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
具
の
た
め
に
意
志
の
働
き
が
判
然
と
あ
ら
わ
れ

て
く
る
。
し
か
し
道
具
は
ど
こ
ま
で
も
道
具
で
、
意
志
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ら

道
具
も
尊
く
な
る
。
例たと
え
ば
徳
利
と
く
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
徳
利
自
身

に
貴
重
な
陶
器
が
な
い
と
は
限
ら
ぬ
が
、
底
が
抜
け
て
酒
を
盛
る
に
堪た
え
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
杯
盤
の
間
に
周
旋
し
て
主
人
の
御
意
に
入
る
事
は
で
き
ん

の
で
あ
り
ま
す
。
今
か
り
に
大
弾
丸
の
空
裏
く
う
り
を
飛
ぶ
様
を
写
す
と
す
る
。
す

る
と
こ
れ
を
見
る
方ほう
に
二
通
り
あ
る
。
一
は
単
に
感
覚
的
で
、
第
一
に
述
べ

た
よ
う
な
場
合
に
属
す
る
。
一
は
こ
の
感
覚
的
な
る
も
の
を
通
し
て
非
常
に

猛
烈
な
勢
い
き
お
い　
　
た
だ
の
勢
で
は
写
す
事
も
ど
う
す
る
事
も
で
き
ん
か
ら
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を
あ
ら
わ
す
。
す
る
と
弾
丸
は
客
で
、
実
の
目
的
は
弾
丸
の
あ
ら
わ
す
猛
勢

で
あ
る
。
自
然
な
が
ら
、
器
械
的
な
が
ら
一
種
の
意
志
の
作
用
で
あ
る
。
冬

富
士
山
へ
登
る
も
の
を
見
る
と
人
は
馬
鹿
と
云
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
馬
鹿
に

は
相
違
な
い
が
、
こ
の
馬
鹿
を
通
し
て
一
種
の
意
志
が
発
現
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
馬
鹿
全
体
に
眼
を
つ
け
る
必
要
は
な
い
、
た
だ
そ
の
意
志
の
あ
ら
わ
れ

る
と
こ
ろ
、
文
芸
的
な
る
と
こ
ろ
だ
け
を
見
て
や
れ
ば
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
貴
重
な
生
命
を
賭と
し
て
海
峡
を
泳
い
で
見
た
り
、
沙
漠
さ
ば
く
を
横
ぎ
っ
て
見

た
り
す
る
馬
鹿
は
、
み
ん
な
意
志
を
働
か
す
意
識
の
連
続
を
得
ん
が
た
め
に

他
を
犠
牲
に
供
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
文
芸
的
に
あ
ら

わ
せ
ば
や
は
り
文
芸
的
に
な
ら
ん
と
は
断
言
で
き
ま
せ
ん
。
い
わ
ん
や
国
の

た
め
と
か
、
道
の
た
め
と
か
、
人
の
た
め
と
か
、
（
ろ
）
の
場
合
に
述
べ
た
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徳
義
的
理
想
と
合
す
る
よ
う
に
意
志
が
発
現
し
て
く
る
と
非
常
な
高
尚
な
情

操
を
引
き
起
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
懦だ
夫ふ
を
し
て
起
た
し
む
と
は
こ
の
時
の
事

で
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
こ
れ
を heroism

 

と
名
づ
け
ま
す
。
吾
人
の hero

ism
 

に
対
し
て
起
す
情
緒
は
実
際
偉
大
な
も
の
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

今
日
こ
こ
へ
参
り
が
け
に 

砲  

兵  

工  

厰 

ほ
う
へ
い
こ
う
し
ょ
う
の
高
い
煙
突
か
ら
黒
煙
が
む
や
み

に
む
く
む
く
立
ち
騰のぼ
る
の
を
見
て
一
種
の
感
を
得
ま
し
た
。
考
え
る
と 

煤  

ば
い
え

煙 ん
な
ど
は
俗
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
に
何
が
汚
な
い
と
云
っ
て
石

炭
た
き
ほ
ど
き
た
な
い
も
の
は
滅
多
め
っ
た
に
な
い
。
そ
う
し
て
、
あ
の
黒
い
も
の

は
み
ん
な
金
が
と
り
た
い
と
り
た
い
と
云
っ
て
煙
突
が
吐
く
呼
吸
だ
と
思
う

と
な
お
い
や
で
す
。
そ
の
上
あ
の
煙
は
肺
病
に
よ
く
な
い
。
　
　
し
か
し
私

は
そ
ん
な
事
は
忘
れ
て
一
種
の
感
を
得
た
。
そ
の
感
じ
は
取とり
も
直なお
さ
ず
、
意
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志
の
発
現
に
対
し
て
起
る
感
じ
の
一
部
分
で
あ
り
ま
す
。
砲
兵
工
厰
の
煙
で

す
ら
こ
う
だ
か
ら
真
正
の heroism

 

に
至
っ
て
は
実
に
壮
烈
な
感
じ
が
あ
る

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
芸
家
の
う
ち
で
は
こ
の
種
の
情
緒
を
理
想
と
す
る

も
の
は
現
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
理
想
に

も
分
化
が
あ
る
の
は
無
論
で
す
。 

楠  

公 

な
ん
こ
う

が  

湊    

川  

み
な
と
が
わ

で
、
願
く
は
七
た
び

人
間
に
生
れ
て
朝
敵
を
亡ほろ
ぼ
さ
ん
と
云
い
な
が
ら
刺
し
ち
が
え
て
死
ん
だ
の

は
一
例
で
あ
り
ま
す
。
跛
び
っ
こで
結
伽
け
っ
か
の
で
き
な
か
っ
た
大
燈
国
師
が
臨
終
に
、

今
日
こ
そ
、
わ
が
言
う
通
り
に
な
れ
と
満
足
で
な
い
足
を
み
し
り
と
折
っ
て

鮮
血
が
法
衣
を
染
め
る
に
も  

頓    
着  

と
ん
じ
ゃ
く

な
く
座
禅
の
ま
ま
往
生
し
た
の
も
一

例
で
あ
り
ま
す
。
分
化
は
い
ろ
い
ろ
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
標
準
を
云
う

と
ま
ず
荘
厳
に
対
す
る
情
操
と
云
う
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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こ
れ
で
文
芸
家
の
理
想
の
種
類
及
び
そ
の
説
明
は
ま
ず
一
と
通
り
済
み
ま

し
た
。
概
括
す
る
と
、
一
が
感
覚
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
情
緒
。
（
そ
の
代

表
は
美
的
理
想
）
二
が
感
覚
物
を
通
じ
て
知
、
情
、
意
の
三
作
用
が
働
く
場

合
で
こ
れ
を
分
っ
て
、
（
い
）
知
の
働
く
場
合
（
代
表
は
真
に
対
す
る
理
想
）

（
ろ
）
情
の
働
く
場
合
（
代
表
は
愛
に
対
す
る
理
想
及
び
道
義
に
対
す
る
理

想
）
（
は
）
意
志
の
働
く
場
合
（
代
表
は
荘
厳
に
対
す
る
理
想
）
と
な
り
ま

す
。
こ
の
四
大
別
の
上
に
連
想
か
ら
来
る
情
緒
が
い
か
に
し
て
混
入
す
る
か

を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
す
が
、
こ
れ
も
時
間
が
な
い
か
ら
や
め
ま
す
。

　
文
芸
家
の
理
想
を
よ
う
や
く
こ
の
四
種
に
分
け
ま
し
た
。
こ
の
分
類
は
私

が
文
学
論
の
な
か
に
分
け
て
お
い
た
も
の
と
は
少
々
違
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

出
立
地
が
違
う
の
だ
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
こ
の
分
け
方
の
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方
が
、  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

で
適
切
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
双
方
違
っ
て
い
て

も
け
っ
し
て
諸
君
の
御
損
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
て
前
に
も
申
す
通
り
、
知
、

情
、
意
な
る
我
々
の
精
神
的
作
用
は
区
別
の
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
区

別
さ
れ
た
ま
ま
、
他
と
関
係
な
く
発
現
す
る
も
の
で
な
い
、
の
み
な
ら
ず
文

芸
に
あ
っ
て
は
皆
感
覚
物
を
通
じ
て
そ
の
作
用
を
現
す
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、

こ
の
四
種
の
理
想
に
対
す
る
情
操
も
、
互
に
混
合
錯
雑
し
て
、
事
実
上
は
か

よ
う
に
明
暸
に
区
劃
く
か
く
を
受
け
て
、
作
物
中
に
出
て
く
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
想
は
四
種
あ
る
の
で
、
四
種
以
下
に
は
な
ら

ん
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
或
る
格
段
な
る
作
物
を
取
っ
て
検
し
て
見
る
と
、

四
種
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
も
っ
と
も
著
し
く
眼
に
つ
き
ま
す
。
し
た
が
っ

て
こ
の
作
は
ど
の
理
想
に
属
す
る
も
の
だ
と
云
う
事
は
あ
る
程
度
ま
で
云
え
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ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
四
種
の
理
想
が
、
時
代
に
よ
り
、
個
人
に
よ
り
、
そ

の
勢
力
の
消
長
遷
移
に
影
響
を
受
け
つ
つ
あ
る
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で

あ
り
ま
す
。
あ
る
時
代
に
は
、
美
の
要
求
を
満
足
し
な
け
れ
ば
文
芸
上
の
作

品
で
な
い
と
ま
で
見み
做な
さ
れ
る
事
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
次
の
時
代
に
は

理
想
が
推
移
し
て
美
は
と
に
か
く
真
は
是
非
共
あ
ら
わ
さ
な
く
て
は
文
芸
の

二
字
を
冠
ら
す
る
資
格
が
な
い
と
評
し
ま
す
。
ま
た
あ
る
人
は
ど
こ
か
で
道

義
心
に
満
足
を
与
え
な
い
作
物
は
、
作
り
た
く
な
い
読
み
た
く
な
い
と
断
言

し
ま
す
。
ま
た
他
の
人
は
意
思
の
発
現
に
伴
う
荘
厳
の
情
緒
を
得
な
け
れ
ば
、

文
芸
上
の
あ
る
も
の
を
味
う
た
気
が
し
な
い
と
ま
で
主
張
す
る
か
も
知
れ
な

い
。
こ
れ
ら
の
時
代
も
こ
れ
ら
の
人
々
も
こ
と
ご
と
く
正
し
い
の
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
四
種
の
い
ず
れ
で
も
構
わ
な
い
と
云
う
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
の
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趣
味
は
も
っ
と
も
広
い
人
で
ま
た
も
っ
と
も
正
し
い
人
と
判
断
し
て
も
よ
か

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
四
種
の
い
ず
れ
が
い
か
な
る
時
勢
に
流
行
し
、
い

ず
れ
が
い
か
な
る
人
に
も
っ
と
も
歓
迎
さ
る
る
か
は
大
分
興
味
あ
る
問
題
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
時
間
が
な
い
か
ら
抜
き
に
致
し
ま
す
。
た
だ
ち
ょ
っ

と
御
断
り
を
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
四
種
は
名
前
の
示
す
ご
と
く
四
種

で
あ
っ
て
互
に
そ
れ
相
当
の
主
張
を
有
し
て
、
文
芸
の
理
想
と
な
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
甲
を
も
っ
て
乙
に 

隷  

属 

れ
い
ぞ
く

す
べ
き
理
由
は
ど
う
し

て
も
発
見
で
き
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
つ
の
う
ち
に
、
重
要
の
度
か
ら

し
て
差
等
の
点
数
を
つ
け
て
見
ろ
と
云
わ
れ
た
時
に
、 

何  

人 

な
ん
び
と

も
こ
れ
を
あ

え
て
す
る
事
は
で
き
な
い
は
ず
と
思
い
ま
す
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
答
案
を

調
べ
ず
に
点
数
を
つ
け
る
乱
暴
な
教
員
と
同
じ
も
の
で
、
言
語
道
断
の
不
心
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得
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
吾
は
時
勢
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
し
か
じ
か

の
理
想
に
属
す
る
も
の
を
好
む
と
云
う
な
ら
ば
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
吾
は
個

性
と
し
て
か
く
か
く
の
理
想
の
下
に
包
含
せ
ら
る
べ
き
も
の
を
択えら
む
と
云
う

な
ら
ば
、
そ
れ
で
勘
弁
し
て
も
よ
い
。
好
悪
こ
う
お
は
理
窟
り
く
つ
に
は
な
ら
ん
の
だ
か
ら
、

い
や
と
か
好
き
と
か
云
う
な
ら
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
根
拠
の
な
い
好
悪
を

発
表
す
る
の
を
恥
じ
て
、
理
窟
も
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
に
、
い
た
ず
ら
な
理
窟
を

つ
け
て
、
弁
解
す
る
の
は
、
消
化
が
わ
る
い
か
ら
僕
は
蛸たこ
が
嫌
き
ら
いだ
と
い
う
よ

う
な
口
上
で
、
も
し
好
物
で
あ
っ
た
な
ら
、
い
か
ほ
ど
不
消
化
で
も
、
だ
ま

っ
て
、
足
は
八
本
共
に
平
げ
る
ほ
ど
な
覚
悟
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
故
に
こ
れ
ら
四
種
の
理
想
は
、
互
に
平
等
な
権
利
を
有
し
て
、 

相  

あ
い
お

冒 か
す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
美
の
標
準
の
み
を 

固  

執 

こ
し
ゅ
う
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し
て
真
の
理
想
を  

評    

隲  

ひ
ょ
う
ち
ょ
く
す
る
の
は 

疝 

気 

筋 

せ
ん
き
す
じ

の
飛
車
取
り
王
手
の
よ
う

な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
朝
起
を
標
準
と
し
て
人
の
食
慾
を
批
判
す
る
よ
う
な

も
の
で
し
ょ
う
。
御
前
は
朝
寝
坊
だ
、
朝
寝
坊
だ
か
ら
む
や
み
に
食
う
の
だ

と
判
断
さ
れ
て
は
誰
も
心
服
す
る
も
の
は
な
い
。
枡ます
を
持
ち
出
し
て
、
反
物

の
尺
を
取
っ
て
や
る
か
ら
、
さ
あ
持
っ
て
来
い
と
号
令
を
下
し
た
っ
て
誰
も

号
令
に
応
ず
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寒
暖
計
を
眺
め
て
、
ど
う
も
あ
の
山

の
高
さ
は
よ
ほ
ど
あ
る
よ
と
云
う
連
中
は
、
寒
暖
計
を
験
温
器
の
代
り
に
し

て
逆
上
の
程
度
で
も
計
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
見  

け
ん
と

当 

違 

う
ち
が

い
の
批
評
と
云
う
の
は
、
美
を
あ
ら
わ
し
た
作
物
を
見
て
、
こ
こ
に

は
真
が
な
い
と
否
定
す
る
意
味
で
は
な
い
。
真
が
な
い
か
ら
駄﹅
目﹅
だ﹅
作﹅
物﹅
に﹅

な﹅
ら﹅
ん﹅
と
云
う
批
評
を
云
う
の
で
あ
る
。
真
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
、
な
け
れ
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ば
な
い
で
よ
い
。
無
い
も
の
を
有
る
と
云
う
て
貰
い
た
い
と
は
誰
も
云
わ
な

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
現
に
あ
る
美
だ
け
は
見
て
や
ら
な
く
っ
て
は
、
せ
っ

か
く
作
っ
た
作
物
の
生
命
が
な
く
な
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
頭
は
薬
缶
や
か
ん
だ
が
鬚
ひ
げ

だ
け
は
白
い
と
云
え
ば
公
平
で
あ
る
が
、
薬
缶
じ
ゃ
御
話
し
に
な
ら
ん
よ
と
、

一
言
で
退
し
り
ぞけ
ら
れ
た
な
ら
、
鬚
こ
そ
い
い
災
難
で
あ
る
。
運
慶
の
仁
王
は
意

志
の
発
動
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
体
格
は
解
剖
に
は
叶かな
っ
て
お

ら
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
れ
を
評
し
て
真
を
欠
い
て
る
か
ら
駄﹅
目﹅
だ
と

云
う
の
は
、
云
う
方
が
駄だ
目め
で
す
。
ミ
レ
ー
の
晩
祈
の
図
は
一
種
の
幽
遠
な

情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
に
目
が
つ
け
ば
、
そ
れ
で
た
く
さ
ん
で
あ
る
。

こ
の
画
に
は
意
志
の
発
動
が
な
い
と
云
う
の
は
、
我
慢
し
て
聞
い
て
や
っ
て

も
好
い
。
発
動
が
な
い
か
ら
画
に
な
ら
ん
と
云
う
な
ら
、
発
動
の
管くだ
か
ら
文

85



芸
の
世
界
を
見
る
蛙
か
え
るの
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
の
理
想
を
あ
ら
わ
す
と
き
に
、
他
の
理
想
を
欠
い
て

い
る
場
合
と
、
積
極
的
に
他
の
理
想
を
打
ち
崩くず
し
て
い
る
場
合
と
は
少
々
違

う
の
で
あ
り
ま
す
。
欠
い
て
い
る
の
は
た
だ
含
ん
で
お
ら
ん
と
云
う
ま
で
で
、

打
ち
壊
す
と
な
る
と
明
か
に
そ
の
理
想
に
違
背
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
し
て
、

こ
の
場
合
に
は
作
家
の
標
準
に
し
た
理
想
が
、
す
べ
て
の
他
を
忘
却
せ
し
め

得
る
ほ
ど
な
手
際
て
ぎ
わ
で
う
ま
く
作
物
に
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
け
れ

ど
も
こ
れ
は
天
才
で
も
は
な
は
だ
む
ず
か
し
い
。
し
た
が
っ
て
普
通
の
場
合

に
は
功
罪
が
帳
消
し
に
な
っ
て
余
す
所
は
棒
だ
け
に
な
り
ま
す
。
い
く
ら
藤

村
の 

羊  

羹 

よ
う
か
ん

で
も
お
ま
る
の
中
に
入
れ
て
あ
る
と
、
少
し
答
え
ま
す
。
そ
の

お
ま
る
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
む
し
ゃ
む
し
ゃ
食
う
も
の
に
至
っ
て
は
非
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常
稀け
有う
の
羊
羹
好
き
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
も
学
才
が
あ
っ
て
教

師
に
は
至
極
し
ご
く
だ
が
、
ど
う
も 

放  

蕩 

ほ
う
と
う

を
し
て
と
云
う
事
に
な
る
と
と
う
て
い

及
第
は
で
き
か
ね
ま
す
。
品
行
が
方
正
で
な
い
と
い
う
だ
け
な
ら
、
ま
だ
し

も
だ
が
、
大
に
駄
々  

羅    

遊  

だ
だ
ら
あ
そ

び
を
し
て
、
二
尺
に
余
る
料
理
屋
の
つ﹅
け﹅
を

懐
中
に
呑の
ん
で
、 
蹣  

跚 
ま
ん
さ
ん

と
し
て
登
校
さ
れ
る
よ
う
で
は
、
教
場
内
の
令
名

に
関
わ
る
の
は
無
論
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
い
か
な
長
所
が
あ
っ
て
も
、
こ

の
長
所
を
傷
け
る
短
所
が
あ
っ
て
、
こ
の
短
所
を
忘
れ
得
せ
し
む
る
だ
け
に

長
所
が 

卓  

然 

た
く
ぜ
ん

と
し
て
い
な
い
作
物
は
、
惜
し
い
け
れ
ど
も
文
句
が
つ
き
ま

す
。
私
は
と
く
に
惜﹅
し﹅
い﹅
け﹅
れ﹅
ど﹅
も﹅
と
云
い
た
い
。
惜
し
い
と
云
う
の
は
、

す
で
に
長
所
を
認
め
た
上
の
批
評
で
あ
り
、
か
つ
短
所
を
も
知
り
抜
い
た
上

の
判
断
で
、
一
本
調
子
に 

搦  

手 

か
ら
め
て

ば
か
り
、
五
年
も
六
年
も
突つ
つ
い
て
い
る
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陣 
笠 

連 
じ
ん
が
さ
れ
ん
と
は
歩
調
を
一
に
し
た
く
な
い
か
ら
こ
う
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
い
よ
い
よ
現
代
文
芸
の
理
想
に
移
っ
て
、
少
々
気
焔
き
え
ん
を
述
べ
た
い

と
思
い
ま
す
。
現
代
文
芸
の
理
想
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
美
？
　
美
で
は

な
い
。
画
の
方
、
彫
刻
の
方
で
も
お
そ
ら
く
、
単
純
な
美
で
は
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
不
案
内
だ
か
ら
、
諸
君
の
御
一
考
を
煩
わ
ず
らわ
す
と
し
て
、

文
学
に
つ
い
て
申
す
と
け
っ
し
て
美
で
は
な
い
。
美
と
云
う
も
の
を 

唯  

一 

ゆ
い
い
つ

の
生
命
に
し
て
か
い
た
も
の
は
、
短
詩
の
ほ
か
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
小
説
に
は
無
論
あ
り
ま
す
ま
い
。
脚
本
は
固もと
よ
り
で
す
。
詳くわ
し
く
云
う

と
、
暇
が
か
か
る
か
ら
、
こ
の
く
ら
い
で 

御 

免 

蒙 
ご
め
ん
こ
う
む
っ
て
先
へ
進
み
ま
す
。

現
代
の
理
想
が
美
で
な
け
れ
ば
、
善
で
あ
ろ
う
か
、
愛
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

種
の
理
想
は
無
論
幾
多
の
作
物
中
に
経
と
な
り
緯
と
な
り
て
織
り
込
ま
れ
て
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い
る
に
は
相
違
な
い
が
、
こ
れ
が
現
代
の
理
想
だ
と
云
う
に
は
、
遥
は
る
かに
微
弱

す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
荘
厳
だ
ろ
う
か
。
荘
厳
が
現
代
の
理
想
な

ら
ば
い
さ
さ
か
頼
母
た
の
も
し
い
気
持
も
す
る
が
、
実
際
は
か
え
っ
て
反
対
で
あ
る
。

現
代
の
世
ほ
ど heroism

 

に
欠
乏
し
た
世
は
な
く
、
ま
た
現
代
の
文
学
ほ
ど

 heroism
 

を
発
揚
し
な
い
文
学
は
少
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
世
に
荘

厳
の
感
を
起
す
悲
劇
は
一
つ
も
出
な
い
の
で
も
分
り
ま
す
。
現
代
文
芸
の
理

想
が
美
に
も
あ
ら
ず
、
善
に
も
あ
ら
ず
ま
た
荘
厳
に
も
あ
ら
ざ
る
以
上
は
、

そ
の
理
想
は
真
の
一
字
に
あ
る
に
相
違
な
い
。
例
を
引
け
ば
長
く
な
る
、
証

を
挙あ
げ
れ
ば
大
変
で
あ
る
。
仕
方
が
な
い
か
ら
、
た
だ
真
の
一
字
が
現
代
文

芸
こ
と
に
文
学
の
理
想
で
あ
る
と
云
い
放
っ
て
お
き
ま
す
。
し
ば
ら
く
こ
れ

を
事
実
と
御
承
認
を
願
い
た
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
真
な
る
も
の
も
、
い
わ
ゆ
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る
分
化
作
用
で
、
い
ろ
い
ろ
の
種
類
と
程
度
を
有
し
て
い
る
に
は
相
違
な
い
、

英
仏
独
露
の
諸
書
を  

猟    

渉  

り
ょ
う
し
ょ
う
し
た
ら
ば
そ
の
変
形
の
お
も
な
も
の
を
指
摘

す
る
事
は
で
き
る
事
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
に
対
し
て
け
っ
し
て
不

平
を
云
う
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
に
云
う
ご
と
く
、
真
は
四
理
想
の

一
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
た
る
真
が
勢
を
得
て
、
他
の
三
理
想
が
比
較
的
下
火

に
な
る
の
も
、
時
勢
の
推
移
上 

銀 

杏 

返 

い
ち
ょ
う
が
え
し
が
す
た
れ
て 

束  

髪 

そ
く
は
つ

が
流
行
す

る
と
同
じ
よ
う
に
、
や
む
を
え
ぬ
次
第
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に

つ
い
て
一
言
御
参
考
の
た
め
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
ほ
か
で
あ
り

ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
事
な
ん
で
す
。

　
人
間
の
観
察
と
云
う
者
は
深
く
な
る
と
狭
く
な
る
も
の
で
す
。
世
の
中
に

何
が
狭
い
と
云
っ
て
専
門
家
ほ
ど
狭
い
も
の
は
な
い
の
で
も
御
分
り
に
な
る
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で
し
ょ
う
。
狭
い
と
云
う
事
は
別
段
わ
る
い
と
云
う
意
味
は
含
ん
で
お
り
ま

せ
ん
か
ら
、
構
わ
な
い
と
主
張
さ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
狭
い
と
云
う

と
不
都
合
な
事
に
な
り
ま
す
。
医
者
が
あ
ま
り
熱
心
に
な
っ
て
狭
い
専
門
の

範
囲
を
、
寝
て
も
覚さ
め
て
も
出
る
事
が
で
き
な
い
と
、
つ
い
に
は
妻
に
毒
薬

を
飲
ま
し
て
、
そ
の
結
果
を
実
験
し
て
見
た
い
な
ど
と
と
ん
で
も
な
い
事
を

工
夫
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
世
の
中
は
広
い
も
の
で
す
、
広
い
世
の
中
に

一
本
の 

木 

綿 

糸 

も
め
ん
い
と

を
わ
た
し
て
、
傍
目
わ
き
め
も
触
ら
ず
、
そ
の
上
を 

御 

叮 

嚀 

ご
て
い
ね
い

に

あ
る
い
て
、
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
世
界
だ
と
心
得
る
の
は
す
で
に
気
の
毒
な

話
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
気
の
毒
な
だ
け
な
ら
本
人
さ
え
我
慢
す
れ
ば
そ
れ
で

す
み
ま
す
が
、
こ
う
一
本
調
子
に
行
か
れ
て
は
、
大
お
お
いに
は
た
の
も
の
が
迷
惑

す
る
よ
う
な
訳
に
な
り
ま
す
。
往
来
を
あ
る
く
の
で
も
分
り
ま
す
。
い
く
ら
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巡
査
が
左
へ
左
へ
と
、
月
給
を
時
間
割
に
し
た
ほ
ど
な
声
を
出
し
て
、
制
し

て
も
、
東
西
南
北
へ
行
く
人
を
こ
と
ご
と
く
一
直
線
に
、
同
方
向
に
、
同
速

力
に
向
け
る
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
広
い
世
界
を
、
広
い
世
界
に
住
む
人
間
が
、

随
意
の
歩
調
で
、
勝
手
な
方
角
へ
あ
る
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
御
互
に
行
き

合
う
と
き
、
突
き
当
り
そ
う
な
と
き
は
、
格
別
の
理
由
の
な
い
限
り
、
両
方

で
路
を
譲
り
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
種
の
理
想
は
皆
同
等
の
権
利
を
有
し

て
人
生
を
あ
る
い
て
い
る
。
あ
る
く
の
は
御
随
意
だ
が
、
権
利
が
同
等
で
あ

る
と
き
ま
っ
た
な
ら
、
衝
突
し
そ
う
な
場
合
に
は
御
互
に
示
談
を
し
て
、
好

い
加
減
に
折
り
合
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
す
。
こ
の
折
り
合
を
つ

け
る
た
め
に
は
、
自
分
が
一
人
合
点

ひ
と
り
が
て
ん
で
、
自
分
一
人
の
路
を
あ
る
い
て
い
て

は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
向
う
か
ら
来
る
人
、
横
か
ら
来
る
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
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相
当
の
用
事
も
あ
り
、
理
由
も
あ
る
ん
だ
と
認
め
る
だ
け
に
、
世
間
が
広
く

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
狭
く
深
く
な
る
と
前
に
云
う
た
御
医
者

の
よ
う
に
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
。  

抽    

出    

法  

ち
ゅ
う
し
ゅ
つ
ほ
う

と
云
っ
て
、
自
分
の
熱

心
な
と
こ
ろ
だ
け
へ
眼
を
つ
け
て
他
の
事
は
皆
抽
出
し
て
度
外
に
置
い
て
し

ま
う
。
度
外
に
置
く
訳
で
あ
る
。
他
の
事
は
頭
か
ら
眼
に
這は
入い
っ
て
来
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
本
人
の
た
め
に
は
至
極
し
ご
く
結
構
で
あ
る
が
、
他

人
す
な
わ
ち
同
方
向
に
進
ん
で
行
か
な
い
人
に
は
ず
い
ぶ
ん
妨
害
に
な
る
事

が
あ
り
ま
す
。
妨
害
に
な
る
と
云
う
事
を
知
っ
て
い
れ
ば
改
良
も
す
る
だ
ろ

う
が
、
自
己
の
世
界
が
狭
く
て
、
こ
の
狭
い
世
界
以
外
に
住
む
人
の
あ
る
事

を
認
識
し
な
い
原
因
か
ら
起
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
す
る
事
も
で
き
ま
せ
ん
。

現
代
の
文
芸
で
真
を
重
ん
ず
る
の
弊
は
、
こ
う
な
り
は
し
ま
い
か
と
思
う
の
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で
あ
り
ま
す
。
否
現
に
こ
う
な
り
つ
つ
あ
る
と
私
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
真
を
重
ん
ず
る
の
結
果
、
真
に
到
着
す
れ
ば
何
を
書
い
て
も
構
わ
な
い
事

と
な
る
。
真
を
発
揮
す
る
の
結
果
、
美
を
構
わ
な
い
、
善
を
構
わ
な
い
、
荘

厳
を
構
わ
な
い
ま
で
は
よ
い
が
、
一
歩
を
超こ
え
て
真
の
た
め
に
美
を
傷
つ
け

る
、
善
を
そ
こ
な
う
、
荘
厳
を
踏
み
潰つぶ
す
と
な
っ
て
は
、
真
派
の
人
は
そ
れ

で
万
歳
を
あ
げ
る
気
か
も
知
れ
ぬ
が
美
党
、
善
党
、
荘
厳
党
は
指
を
啣くわ
え
て
、

ご
も
っ
と
も
と 

屏  

息 

へ
い
そ
く

し
て
い
る
訳
に
は
行
く
ま
い
と
思
い
ま
す
。
目
的
が

違
う
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
云
う
の
は
、
他
に
累るい
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
云
う
事
で
あ
り
ま
す
。
他
に
累
を
及
ぼ
さ
ざ
る
も
の
が
厳
と
し
て

存
在
し
て
い
る
と
云
う
事
す
ら
自
覚
し
な
い
で
、
真
の
世
界
だ
、
真
の
世
界
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だ
と
騒
ぎ
廻
る
の
は
、
交
通
便
利
の
世
だ
、
交
通
便
利
の
世
だ
と
、
鈴
を
ふ

り
立
て
て
、
電
車
が
自
分
勝
手
な
道
路
を
、
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
駆か
け
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
電
車
に
乗
ら
な
け
れ
ば
動
か
な
い
と
云
う
ほ
ど
な
電
車
贔び

屓いき
の
人
な
ら
、
そ
れ
で
満
足
か
も
知
れ
ぬ
が
、
あ
る
い
た
り
、
た
だ
の
車
へ

乗
っ
た
り
、
自
転
車
を
用
い
た
り
す
る
も
の
の
た
め
に
は
不
都
合
こ
の
上
も

な
い
事
と
存
じ
ま
す
。

　
も
っ
と
も
文
芸
と
云
う
も
の
は
鑑
賞
の
上
に
お
い
て
も
、
創
作
の
上
に
お

い
て
も
、
多
少
の  

抽    

出    
法  

ち
ゅ
う
し
ゅ
つ
ほ
う

を
含
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
抽
出
法
に

つ
い
て
は
文
学
論
中
に
愚
見
を
述
べ
て
あ
り
ま
す
か
ら
御
参
考
を
願
い
た
い
）

そ
の
極
端
に
至
る
と
妙
な
現
象
が
生
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
か
の
裸
体
画
が

公
々
然
と
青
天
白
日
の
下
に
曝さら
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
一
般
社
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会
の
風
紀
か
ら
云
う
と
裸
体
と
云
う
も
の
は
、
見
苦
し
い
不
体
裁
で
あ
り
ま

す
。
西
洋
人
が
何
と
云
お
う
と
、
そ
う
に
違
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
保
証
し
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
体
の
感
覚
美
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
は
、
是
非
共
裸

体
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
こ
の
不
体
裁
を
冒おか
さ
ね
ば
な
ら
ん
事
と
な
り
ま

す
。
衝
突
は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
す
。
こ
の
衝
突
は
文
明
が
進
む
に
従
っ
て
、

ま
す
ま
す 

烈  

敷 

は
げ
し
く

な
る
ば
か
り
で
け
っ
し
て
調
停
の
し
よ
う
が
な
い
に
き
ま

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
折
り
合
わ
せ
る
た
め
に
は
社
会
の
習
慣
を
変
え
る
か
、

肉
体
の
感
覚
美
を
棄す
て
る
か
、
ど
っ
ち
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
、
が

両
方
共
強
情
だ
か
ら
、
収
ま
り
が
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
を
、
無
理
に
収
ま
り

を
つ
け
て
、 

頓 

珍 

漢 

と
ん
ち
ん
か
ん
な
一
種
の
約
束
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
約
束
は
こ
う

で
あ
り
ま
す
。
「
肉
体
の
感
覚
美
に
打
た
れ
て
い
る
う
ち
は
、
裸
体
の
社
会
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的
不
体
裁
を
忘
る
べ
し
」
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

最  

前 

さ
い
ぜ
ん

用
い
た
難むず
か
し

い
言
葉
を
使
う
と
不
体
裁
の
感
を
抽
出
し
て
、
裸
体
画
は
見
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
云
う
事
に
帰
着
し
ま
す
。
こ
の
約
束
が
成
立
し
て
か
ら
裸
体
画
は
よ

う
や
く
そ
の
生
命
を
繋つな
ぐ
事
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
画
工
や
文
芸
批

評
家
の
考
え
る
よ
う
に
、
世
間
晴
れ
て
裸
体
画
が
大
き
な
顔
を
さ
れ
た
義
理

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
車
は
危
険
だ
が
、
交
通
に
便
だ
か
ら
、
一
定
の
道
路

に
限
っ
て
、
危
険
の
念
を
抽
出
し
て
、
あ
る
い
て
や
ろ
う
と
云
う
条
件
の
下

に
、
東
鉄
や
電
鉄
が
存
在
す
る
と
同
じ
事
で
あ
り
ま
す
。
裸
体
画
も
、
東
鉄

も
、
電
鉄
も
、
あ
ま
り
威
張
れ
ば
存
在
の
権
利
を
取
上
げ
て
よ
い
く
ら
い
の

も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
度
ひ
と
た
び
抽
出
の
約
束
が
成
り
立
て
ば
構
わ
な
い
。

真
も
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
真
を
発
揮
し
た
作
物
に
対
し
て
、
他
の
理
想
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を
こ
と
ご
と
く
忘
れ
る
、
抽
出
す
る
と
云
う
条
件
さ
え
成
立
す
れ
ば
そ
れ
で

宜よろ
し
い
。
　
　
宜
し
い
と
云
っ
た
っ
て
大
き
な
顔
を
し
て
宜
し
い
と
云
う
の

で
は
な
い
、
存
在
し
て
も
宜
し
い
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
理
想
諸
君

へ
は
御
気
の
毒
だ
が
、
僕
も
困
る
か
ら
、
少
し
辛
抱
し
て
く
れ
た
ま
え
く
ら

い
の
態
度
な
ら
宜
し
い
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
条
件
を
成
立

せ
し
む
る
た
め
に
は
真
に
対
し
て
起
す
情
緒
が
強
烈
で
、
他
の
理
想
を
忘
れ

得
る
ほ
ど
に
、
う
ま
く
発
揮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ん
訳
で
あ
り
ま
す
。
今
の

作
物
に
こ
れ
だ
け
の
仕
事
が
で
き
て
い
る
か
が
疑
問
で
あ
り
ま
す
。

　
あ
ま
り
議
論
が
抽
象
的
に
な
り
ま
す
か
ら
、
実
例
に
つ
い
て
少
々
自
分
の

考
え
を
述
べ
て
見
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
贋にせ
の
唖おし
が
一
人
あ
る
と
し
ま
す
。
何

か
不
審
の
件
が
あ
っ
て
警
察
へ 

拘  

引 

こ
う
い
ん

さ
れ
る
。
尋
問
に
答
え
る
の
が
不
利

98文芸の哲学的基礎



益
だ
と
悟
っ
て
、
い
よ
い
よ
唖
の
真ま
似ね
を
す
る
。
警
官
も
や
む
を
え
ず
、
そ

の
ま
ま  

繋    

留  

け
い
り
ゅ
う

し
て
お
く
と
、
翌
朝
に
な
っ
て
、
唖
は
大
変
腹
が
減
っ
て

来
た
。
始
め
は
唖
だ
か
ら
黙
っ
て
辛
抱
し
た
が
、
と
う
と
う
堪た
え
ら
れ
な
く

な
っ
て
、
飯
を
食
わ
し
て
く
れ
ろ
と
大
き
な
声
を
出
す
と
云
う
筋
を
か
い
た

ら
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。
面
白
い
小
説
に
な
る
、
な
ら
ん
の
手
際
て
ぎ
わ
は
、

問
題
と
し
て
、
と
に
か
く
あ
る
境
遇
に
お
け
る
、
あ
る
男
に
つ
い
て
、
一
種

の
真
を
あ
ら
わ
す
事
は
で
き
る
。
面
白
味
は
そ
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
こ
れ
だ
け
で
は
美
な
所
も
、
善
な
所
も
、
ま
た
荘
厳
な
所
も
無
論
な
い
。

す
な
わ
ち
真
以
外
の
理
想
は
毫ごう
も
含
ん
で
お
ら
ん
の
で
す
。
そ
こ
が
疵きず
か
と

云
う
と
私
は
そ
う
は
認
め
ま
せ
ん
。
と
云
う
も
の
は
他
の
理
想
を
含
ん
で
お

ら
ん
と
云
う
ま
で
で
、
毫
も
こ
れ
を
害
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
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真
に
対
す
る
面
白
味
を
感
ず
る
の
み
で
、
他
の
理
想
は
こ
と
ご
と
く
抽
出
し

て
読
み
終
る
事
が
出
来
得
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
こ
ん
な
事
を
書
い
た
ら
、
ど
う
な
り
ま
し
ょ
う
。
一
人
の
乞
食
こ
じ
き
が
い

る
。
諸
所
放
浪
し
て
い
る
う
ち
に
、
或
日
、
或
時
、
或
村
へ
差
し
か
か
る
と
、

し
き
り
に
腹
が
減
る
。
幸
さ
い
わ
いひ
っ
そ
り
と
し
た
一
構
え
に
、
人
の
気け
は
い
も
な

い
様
子
を
見
届
け
て
、
麺パ
麭ン
と 

葡 

萄 

酒 

ぶ
ど
う
し
ゅ

を
盗
み
出
し
て
、
口
腹
の
慾
を
充

分
充み
た
し
た
上
、 

村  

外 

む
ら
は
ず

れ
へ
出
る
と
、
眠
く
な
っ
て
、
う
と
う
と
し
て
い

る
所
へ
、
村
の
女
が
通
り
か
か
る
。
腹
が
張
っ
て
、
酒
の
気け
が
廻
っ
て
、
当

分
の
間
ほ
か
の
慾
が
な
く
な
っ
た
乞
食
は
、
女
を
見
る
や
否
や
急
に
獣
慾
を

遂
行
す
る
。
　
　
こ
の
話
し
は
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
書
い
た
も
の
に
あ
る
そ
う

で
す
が
、
私
は
読
ん
だ
事
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
こ
の
話
を
し
て
聞
か
し
た
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人
は
し
き
り
に
面
白
い
と
云
っ
て
い
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
面
白
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
面
白
い
と
云
う
の
は
、
や
は
り
あ
る
境
遇
に
あ
る
も
の
が
、
あ

る
境
遇
に
移
る
と
、
そ
れ
相
応
な
事
を
や
る
と
云
う
真
相
を
、
臆
面
な
く
書

い
た
所
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
面
白
味
は
、
前
の
唖
の
話
と
違

っ
て
、
た
だ
真
を
発
揮
し
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
他
の
理
想
を
打
ち
壊
し
て

い
ま
す
。
そ
の
打
ち
壊
さ
れ
た
理
想
を
全
然
忘
れ
な
い
以
上
は
、
せ
っ
か
く

の
面
白
味
は
打
ち
消
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
役
に
立
た
ん
の
み
か
、
他
の
理
想

を
主
に
す
る
人
か
ら
さ
ん
ざ
ん
に
悪
口
さ
れ
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
こ
う
云
う
場
合
に
抽
出
の
約
束
は
成
立
し
そ
う
に
も
な
い
。
約
束
が

成
立
し
な
い
以
上
は
、
こ
の
作
物
の
生
命
は
な
い
と
云
う
よ
り
、
生
命
を
許

し
得
な
い
と
云
う
方
が
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一
般
の
世
の
中
が
腐
敗
し
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て
道
義
の
観
念
が
薄
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
こ
の
種
の
理
想
は
低
く
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
一
般
の
人
間
の
徳
義
的
感
覚
が
鈍
く
な
る
か
ら
、
作
家
批
評
家
の
理

想
も
他
の
方
面
へ
走
っ
て
、
こ
ち
ら
は
御お
留る
守す
に
な
る
。
つ
い
に
善
な
ど
は

ど
う
で
も
真
さ
え
あ
ら
わ
せ
ば
と
云
う
気
分
に
な
る
ん
で
は
あ
り
ま
す
ま
い

か
。
日
本
の
現
代
が
そ
う
云
う
社
会
な
ら
致
し
方
も
な
い
が
、
西
洋
の
社
会

が
か
く
腐
敗
し
て
文
芸
の
理
想
が
真
の
一
方
に
傾
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
前

後
の
考
え
も
な
く
、
す
ぐ
そ
れ
を
担かつ
い
で
、
神
戸
や
横
浜
か
ら
輸
入
す
る
の

は
ず
い
ぶ
ん
気
の
早
い
話
で
あ
り
ま
す
。
外
国
か
ら
ペ
ス
ト
の
種
を
輸
入
し

て
喜
ぶ
国
民
は
古
来
多
く
あ
る
ま
い
と
考
え
る
。
私
が
こ
う
云
う
と
あ
ま
り

極
端
な
言
語
を
弄
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
実
際
外
国
人
の
書
い
た
も
の

を
見
る
と
、
私
等
に
は
抽
出
法
が
う
ま
く
行
わ
れ
な
い
た
め
に
不
快
を
感
ず
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る
事
が
し
ば
し
ば
あ
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
現
代
の 

作  

物 

さ
く
ぶ
つ

で
は
な
い
が
沙
翁
さ
お
う
の
オ
セ
ロ
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
り
ま

す
。
事
件
の
発
展
や
、
性
格
の
描
写
は
真
を
得
て
お
り
ま
し
ょ
う
、
私
も
二

三
度
講
じ
た
事
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
辺
は
よ
く
心
得
て
い
る
。
し
か
し
読
ん

で
し
ま
っ
て
い
か
に
も
感
じ
が
わ
る
い
。
悲
壮
だ
の
芳
烈
だ
の
と
云
う
考
え

は
出
て
来
な
い
、
た
だ
妙
な
圧
迫
を
受
け
る
。
ひ
ま
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
感

じ
を  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
解
剖
し
て
御
目
に
か
け
た
い
と
思
う
が
今
で
は
、
そ
こ
ま

で
に
頭
が
整
う
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
一
言
に
し
て
不
愉
快
な
作
だ
と
申
し
ま

す
。
沙
翁
の
批
評
家
が
あ
れ
ほ
ど
あ
る
の
に
、
今
ま
で
な
ぜ
こ
の
事
に
つ
い

て
何
に
も
述
べ
な
か
っ
た
か
不
思
議
に
思
わ
れ
る
く
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
必ひ

     

竟   

っ
き
ょ
う

ず
る
に
た
だ
真
と
云
う
理
想
だ
け
を
標
準
に
し
て
作
物
に
対
す
る
た

103



め
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
作
物
に
至
る
と
、
こ
の
弊
を
受

け
た
も
の
は
枚
挙
に
遑
い
と
まあ
ら
ざ
る
ほ
ど
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
ヘ
ダ
・
ガ
ブ
レ

ル
と
云
う
女
は
何
の
不
足
も
な
い
の
に
、
人
を
欺
あ
ざ
むい
た
り
、
苦
し
め
た
り
、

馬
鹿
に
し
た
り
、
ひ
ど
い
真ま
似ね
を
や
る
、
徹
頭
徹
尾
不
愉
快
な
女
で
、
こ
の

不
愉
快
な
女
を
書
い
た
の
は
有
名
な
イ
ブ
セ
ン
氏
で
あ
り
ま
す
。
大
変
に
虚

栄
心
に
富
ん
だ
女
房
を
持
っ
た
腰
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
大
臣
の
夜
会

か
何
か
の
招
待
状
を
、
あ
る
手
蔓
て
づ
る
で
貰
い
ま
し
て
、
女
房
を
連
れ
て
行
っ
た

ら
さ
ぞ
喜
ぶ
だ
ろ
う
と
思
い
の
ほ
か
、
細
君
は
な
か
な
か
強
硬
な
態
度
で
、

着
物
が
こ
う
だ
の
、
簪
か
ん
ざ
しが
こ
う
だ
の
と
駄だ
だ々

を
捏こ
ね
ま
す
。
せ
っ
か
く
の
事

だ
か
ら
亭
主
も
無
理
な
工
面
く
め
ん
を
し
て
一
々
奥
さ
ん
の
御
意
ぎ
ょ
い
に
召
す
よ
う
に
取

り
計
い
ま
す
。
そ
れ
で
御
同
伴
に
な
る
か
と
云
う
と
、
ま
だ
強
硬
に
構
え
て
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い
ま
す
。
最
後
に 

金 

剛 

石 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
か
ル
ビ
ー
と
か
何
か
宝
石
を
身
に
着
け
な
け

れ
ば
夜
会
へ
は
出
ま
せ
ん
よ
と
断
然
申
し
ま
す
。
さ
す
が
の
御
亭
主
も
こ
れ

に
は 
辟  
易 
へ
き
え
き

致
し
ま
し
た
が
、
つ
い
に
一
計
を
案
じ
て
、 

朋  

友 

ほ
う
ゆ
う

の
細
君
に
、

こ
う
い
う
飾
り
い
っ
さ
い
の
品
々
を
所
持
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
を
幸
い
、

た
だ
一
晩
だ
け
と
云
う
の
で
、
大
切
な
金
剛
石
の
首
輪
を
か
り
受
け
て
、
急

の
間
を
合
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
細
君
は
恐
悦
の
余
り
、
夜
会
の
当
夜
、
踊
っ

た
り
跳は
ね
た
り
、
飛
ん
だ
り
、
笑
っ
た
り
、
し
た
あ
げ
く
の
果はて
、
と
う
と
う

貴
重
な
借
物
を
ど
こ
か
へ
振
り
落
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
両
人
は
蒼あお
く
な
っ

て
、
あ
ま
り
跳
ね
過
ぎ
た
な
と
勘
づ
い
た
が
、
こ
れ
よ
り
以
後 

跳  

方 

は
ね
か
た

を
倹

約
し
て
も
金
剛
石
が
出
る
訳
で
も
な
い
の
で
、
や
む
を
え
ず
夫
婦
相
談
の
結

果
、
無
理
算
段
の
借
金
を
し
た
上
、
巴パ
里リ
中
か
け
廻
っ
て
よ
う
や
く
、
借
用
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品
と 

一  

対 

い
っ
つ
い

と
も
見
違
え
ら
れ
る
首
飾
を
手
に
入
れ
て
、
時
を
違たが
え
ず
先
方

へ
、
何
知
ら
ぬ
顔
で
返
却
し
て
、
そ
の
場
は
無
事
に
済
ま
し
ま
し
た
。
が
借

金
は
な
か
な
か
済
み
ま
せ
ん
。
借
り
た
も
の
は
巴
里
だ
っ
て
返
す
習
慣
な
の

だ
か
ら
、
い
か
な
見
え
坊
の
細
君
も
こ
こ
に
至
っ
て 

翻  

然 

ほ
ん
ぜ
ん

節
を
折
っ
て
、

台
所
へ
自
身
出
張
し
て
、
飯
も
焚た
い
た
り
、
水
仕
事
も
し
た
り
、 

霜  

焼 

し
も
や
け

を

こ
し
ら
え
た
り
、 

馬 
鈴 
薯 

ば
れ
い
し
ょ

を
食
っ
た
り
し
て
、
何
年
か
の
後
よ
う
や
く
負

債
だ
け
は 

皆  

済 

か
い
さ
い

し
た
が
、
同
時
に
下
女
か
ら
発
達
し
た
奥
様
の
よ
う
に
、

妙
な
顔
と
、
変
な
手
と
、
卑いや
し
い
服
装
の
所
有
者
と
な
り
果
て
ま
し
た
。
話

は
も
う
一
段
で
済
み
ま
す
。

　
あ
る
日
こ
の
細
君
が
例
の
ご
と
く
笊ざる
か
何
か
を
提さ
げ
て
、
西
洋
の
豆
腐
と
う
ふ
で

も
買
う
つ
も
り
で
表
へ
出
る
と
、
ふ
と
先
年 
金 
剛 
石 
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
拝
借
し
た
婦
人
に
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出で
逢あ
い
ま
し
た
。
先
方
は
立
派
な
奥
様
で
、
当
方
こ
ち
ら
は
年
期
の
明
け
た
模
範
下

女
よ
ろ
し
く
と
云
う
有
様
だ
か
ら
、 

挨  

拶 

あ
い
さ
つ

を
す
る
の
も
、
ち
ょ
っ
と
面
は

ゆ
げ
に
見
え
た
ん
で
し
ょ
う
が
、
思
い
切
っ
て
、
お
や
ま
あ
御
珍
ら
し
い
事

と
か
何
と
か
話
か
け
て
見
る
と
案
の
ご
と
く
、
先
方
で
は
、
も
う
と
く
の
昔

に
忘
れ
て
い
ま
す
。
下
女
に
近
付
は
な
い
は
ず
だ
が
と
云
う
風
に
構
え
て
い

た
と
こ
ろ
を
、
し
ょ
げ
返
り
も
せ
ず
、
実
は
こ
れ
こ
れ
で
、
あ
な
た
の
金
剛

石
を
弁
償
す
る
た
め
、
こ
ん
な
無
理
を
し
て
、
そ
の
無
理
が
祟たた
っ
て
、
今
で

も
こ
の
通
り
だ
と
、 

逐  

一 

ち
く
い
ち

を
述
べ
立
て
る
と
先
方
の
女
は
笑
い
な
が
ら
、

あ
の
金
剛
石
は 

練  

物 

ね
り
も
の

で
す
よ
と
云
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
お
し
ま
い
で

す
。
こ
れ
は
例
の
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
の
作
で
あ
り
ま
す
。
最
後
の
一
句
は
大

に
振
っ
た
も
の
で
、
定
め
て
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
の
大
得
意
な
と
こ
ろ
と
思
わ
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れ
ま
す
。
軽
薄
な
巴パ
里リ
の
社
会
の
真
相
は
さ
も
こ
う
あ
る
だ
ろ
う
穿うが
ち
得
て

妙
だ
と
手
を
拍う
ち
た
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
こ
の
作
の
理
想
の

あ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
が
こ
の
作
の
不
愉
快
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
よ
く

せ
き
の
場
合
だ
か
ら
細
君
が
虚
栄
心
を
折
っ
て
、
田
舎
い
な
か
育
ち
の
山
出
し
女
と

ま
で
成
り
下
が
っ
て
、
何
年
の
間
か
苦
心
の
末
、
身
に
釣
り
合
わ
ぬ
借
金
を

奇
麗
き
れ
い
に
返
し
た
の
は
立
派
な
心
が
け
で
立
派
な
行
動
で
あ
る
か
ら
し
て
、
も

し
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
に
一
点
の
道
義
的
同
情
が
あ
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
こ

の
細
君
の
心
行
き
を
活
か
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
訳
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
と
こ
ろ
が
奥
さ
ん
の
せ
っ
か
く
の
丹
精
が
い
っ
こ
う
活
き
て
お
り
ま
せ

ん
。
積
極
的
に
と
云
う
と
言
い
過
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
、
暗あん
に
人
か

ら
瞞だま
さ
れ
て
、
働
か
な
い
で
も
す
ん
だ
と
こ
ろ
を
、
無
理
に
馬ば
鹿か
気げ
た
働
き
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を
し
た
事
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
奥
さ
ん
の
実
着
な
勤
勉
は
、
精
神
的
に
も
、

物
質
的
に
も
何
ら
の
報
酬
を
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
も
し
く
は
読
者
か
ら
得
る
事

が
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
情
を
表
し
て
や
り
た
く
て
も

馬
鹿
気
て
い
る
か
ら
、
表
さ
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
と
云
う
の
は
最
後
の
一

句
が
あ
っ
て
、
作
者
が
妙
に
穿
っ
た
軽
薄
な
落
ち
を
作
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
一
句
の
た
め
に
、
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
は
徳
義
心
に
富
め
る
天
下
の

読
者
を
し
て
、
適
当
な
る
目
的
物
に
同
情
を
表
す
る
事
が
で
き
な
い
よ
う
に

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
同
情
を
表
す
べ
き
善
行
を
か
き
な
が
ら
、
同
情
を
表

し
て
は
な
ら
ぬ
と
禁
じ
た
の
が
こ
の
作
で
あ
り
ま
す
。
い
く
ら
真
相
を
穿
つ

に
し
て
も
、
善
の
理
想
を
こ
う
害
し
て
は
、
私
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。
も

う
一
つ
例
を
挙あ
げ
ま
す
。
今
度
は
ゾ
ラ
君
の
番
で
あ
り
ま
す
。
御
爺
お
じ
い
さ
ん
が
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年
の
違
っ
た
若
い
御
嫁
さ
ん
を
貰
い
ま
す
。
結
婚
は
致
し
ま
し
た
が
、
ど
う

云
う
も
の
か
夫
婦
の
間
に
子
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
苦く
に
病
ん
で
御
爺
さ

ん
が
医
者
に
相
談
を
か
け
ま
す
と
、
医
者
は
何
で
も
答
弁
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
さ
よ
う
、
海
岸
へ
お
い
で
に
な
っ
て
何
と
か
云
う
貝
を
召
し
上

が
っ
た
ら
子
供
が
で
き
ま
し
ょ
う
よ
と
妙
な
返
事
を
し
ま
し
た
。
爺
さ
ん
は

大
喜
び
で
、
さ
っ
そ
く
細
君
携
帯
で
仏
蘭
西

フ
ラ
ン
ス

の
大
磯
辺
に
出
か
け
ま
す
。
す

る
と
そ
こ
に
細
君
と
年
齢
か
ら
そ
の
他
の
点
に
至
る
ま
で
夫
婦
と
し
て
、
い

か
に
も
釣
り
合
の
い
い
男
が  
逗    
留  

と
う
り
ゅ
う

し
て
い
ま
し
て
細
君
と
す
ぐ
懇
意
に

な
り
ま
す
。
両
人
は
毎
日
海
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
い
っ
し
ょ
に
泳
ぎ
廻
り
ま

す
。
爺
さ
ん
は
浜
辺
の
砂
の
上
か
ら
、
毎
日
遠
く
こ
れ
を
拝
見
し
て
、
な
か

な
か
若
い
も
の
は 

活  

溌 

か
っ
ぱ
つ

だ
と
、
心
中
ひ
そ
か
に
嘆
賞
し
て
お
り
ま
し
た
。
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あ
る
日
の
事
三
人
で
海
岸
を
散
歩
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
時
に
、
お
爺
さ
ん

は
老
体
の
事
で
す
か
ら
、
石
の
多
い
浜
辺
を
嫌きら
っ
て
土ど
堤て
の
上
を
行
き
ま
す
。

若
い
人
々
は 

波 

打 

際 
な
み
う
ち
ぎ
わ
を
遠
慮
な
く
さ
っ
さ
と
あ
る
い
て
参
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
約
お
よ
そ五
六
丁
も
来
る
と
、 

磯  

際 

い
そ
ぎ
わ

に
大
き
な 

洞  

穴 

ほ
ら
あ
な

が
あ
っ
て
、
両
人
が

そ
れ
へ
這は
入い
る
と
、
う
ま
い
具
合
と
申
す
か
、 

折  

悪 

お
り
あ
し

く
と
申
す
か
、
潮
が

上
げ
て
来
て
出
る
事
が
む
ず
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
老
人
は 

洞  

穴 

ほ
ら
あ
な

の
上
へ

坐
っ
た
ま
ま
、
沖
の
白
帆
を
眺
め
て
、
潮
が
引
い
て
両
人
の
出
て
来
る
の
を

待
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
あ
ま
り
退
屈
だ
も
の
だ
か
ら
、
ふ
と 

思  

出 

お
も
い
だ

し

て
、
例
の
医
者
か
ら
勧
め
ら
れ
た
貝
を
出
し
て
、
こ
の
貝
を
食
っ
て
は
待
ち
、

食
っ
て
は
待
っ
て
、
と
う
と
う
潮
が
引
い
て
、
両
人
が
出
て
く
る
ま
で
に
は

よ
ほ
ど
多
量
の
貝
を
平
げ
ま
し
た
。
そ
の
場
は
そ
れ
で
済
み
ま
し
て
、
い
よ
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い
よ
細
君
を
連
れ
て
宅
へ
帰
っ
て
見
ま
す
と
、
貝
の
利
目
き
き
め
は
た
ち
ま
ち
あ
ら

わ
れ
て
、
細
君
は
そ
の
月
か
ら
懐
妊
し
て
、
玉
の
よ
う
な
男
子
か
女
子
か
知

り
ま
せ
ん
が
生
み
落
し
て
老
人
は
大
満
足
を
表
す
る
と
云
う
の
が
大
団
円
で

あ
り
ま
す
。
ゾ
ラ
君
は
何
を
考
え
て
こ
の
著
作
を
公
け
に
さ
れ
た
も
の
か
存

じ
ま
せ
ん
が
、
私
の
考
で
は
前
に
挙あ
げ
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
氏
よ
り
も
あ
る
方

面
に
向
っ
て
一
歩
進
ん
だ
理
想
が
な
く
っ
て
は
と
う
て
い
書
き
こ
な
せ
な
い

作
物
だ
と
思
い
ま
す
。
よ
く
下
民
の  

聚    

合  

し
ゅ
う
ご
う

す
る
寄よ
席せ
な
ど
へ
参
る
と
、

時
々
妙
な
所
で 

喝  

采 

か
っ
さ
い

す
る
事
が
あ
り
ま
す
。
普
通
の
人
が
眉まゆ
を
顰ひそ
め
る
所

に
限
っ
て
喝
采
す
る
か
ら
妙
で
あ
り
ま
す
。
ゾ
ラ
君
な
ど
も
日
本
へ
来
て
寄

席
へ
で
も
出
ら
れ
た
ら
、
定
め
し
大
入
を
取
ら
れ
る
事
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま

す
。
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現
代
文
学
は
皆
こ
の
弊
に
陥
お
ち
いっ
て
い
る
と
は
無
論
断
言
し
ま
せ
ん
が
、
い

ろ
い
ろ
な
点
に
お
い
て
こ
の
傾
向
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
傾
向
は
真
の
一
字
を 

偏 

重 

視 

へ
ん
ち
ょ
う
し
す
る
か
ら
し
て
起

っ
た
多
少
病
的
の
現
象
だ
と
云
う
て
も
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
諸
君
は

探
偵
と
云
う
も
の
を
見
て
、
歯
よ
わ
いす
る
に
足
る
人
間
と
は
思
わ
ん
で
し
ょ
う
。

探
偵
だ
っ
て
家うち
へ
帰
れ
ば
妻
も
あ
り
、
子
も
あ
り
、
隣
近
所
の
付
合
は
人
並

に
し
て
い
る
。
ま
る
で
道
徳
的
観
念
に
欠
乏
し
た
動
物
で
は
な
い
。
た
ま
に

は
夜
店
で
掛
物
を
ひ
や
か
し
た
り
、
盆
栽
の 

一  

鉢 

ひ
と
は
ち

く
ら
い
眺
め
る
風
流
心

は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
探
偵
が
探
偵
と
し
て
職
務
に
か
か

っ
た
ら
、
た
だ
事
実
を
あ
げ
る
と
云
う
よ
り
ほ
か
に
彼
ら
の
眼
中
に
は
何
も

な
い
。
真
を
発
揮
す
る
と
云
う
と
も
っ
た
い
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
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ず
彼
ら
の
職
業
の
本
分
を
云
う
と
、
も
っ
と
も
下
劣
な
意
味
に
お
い
て
真
を

探
る
と
申
し
て
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
彼
ら
の
職
務
に
か
か

っ
た
有
様
を
見
る
と
一
人
前
の
人
間
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
道
徳
も
な
け
れ
ば

美
感
も
な
い
。
荘
厳
の
理
想
な
ど
は
固もと
よ
り
な
い
。
い
か
な
る
、
う
つ
く
し

い
も
の
を
見
て
も
、
い
か
な
る
善
に
対
し
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
崇
高
な
場

合
に
際
し
て
も
い
っ
こ
う
感
ず
る
事
が
で
き
な
い
。
で
き
れ
ば
探
偵
な
ん
か

す
る
気
に
な
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
探
偵
が
で
き
る
の
は
人
間
の
理

想
の
四
分
の
三
が
全
く
欠
亡
し
て
、
残
る
四
分
の
一
の
も
っ
と
も
低
度
な
も

の
が
む
や
み
に
働
く
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
か
か
る
人
間
は
人
間
と
し
て
は
無

論
通
用
し
な
い
。
人
間
で
な
い
器
械
と
し
て
な
ら
、
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

重
宝
で
し
ょ
う
。
重
宝
だ
か
ら
、
警
視
庁
で
も
た
く
さ
ん
使
っ
て
、
月
給
を

114文芸の哲学的基礎



出
し
て
飼
っ
て
お
き
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
の
職
業
は
も
と
も
と
器
械
の
代
り

を
す
る
の
だ
か
ら
、
本
人
共
も
そ
の
つ
も
り
で
、
職
業
を
し
て
い
る
内
は
人

間
の
資
格
は
な
い
も
の
と
断
念
し
て
や
ら
な
く
て
は
、
普
通
の
人
間
に
対
し

て
不
敬
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
文
学
者
を
も
っ
て
探
偵
に
比
す
る
の
は
は
な

は
だ
失
礼
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
真
の
一
字
を  

標    

榜  

ひ
ょ
う
ぼ
う

し
て
、
そ
の
他
の

理
想
は
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
云
う
意
味
な
作
物
を
公
然
発
表
し
て
得

意
に
な
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
家
は
個
人
と
し
て
は
、
い
ざ
知
ら
ず
、
作
家
と

し
て 

陥  

欠 

か
ん
け
つ

の
あ
る
人
間
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
病
的
と
云
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
四
種
の
理
想
は
同
等
の
権
利
を
有
し
て 

相  

冒 

あ
い
お
か

す
べ
き

も
の
で
な
い
と
、
先
に
述
べ
て
お
き
ま
し
た
。
四
種
を
同
等
に
満
足
せ
し
む

る
事
は
困
難
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
多
少
は
冒
す
場
合
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

115



の
場
合
に
は
冒
さ
れ
た
も
の
が
、 

屏  

息 

へ
い
そ
く

し
得
る
よ
う
に
、
冒
す
方
に
偉
大

な
特
色
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
先
に

例
証
し
た
オ
セ
ロ
が
一
番
弁
護
し
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ゾ
ラ
と
モ

ー
パ
ッ
サ
ン
の
例
に
至
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
探
偵
と
同
様
に
下
品
な
気
持
が
し

ま
す
）

　
文
芸
に
四
種
の
理
想
が
あ
る
の
は
毎
度 

繰  

返 

く
り
か
え

し
た
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
四
種
が
ま
た
い
ろ
い
ろ
に
分
化
し
て
行
く
事
も
前
に
述
べ
た
ご
と
く
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
四
種
の
理
想
は
文
芸
家
の
理
想
で
は
あ
る
が
、
あ
る
意
味

か
ら
云
う
と
一
般
人
間
の
理
想
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
の
四
面
に
渉わた
っ

て
も
っ
と
も
高
き
理
想
を
有
し
て
い
る
文
芸
家
は
同
時
に
人
間
と
し
て
も
も

っ
と
も
高
く
か
つ
も
っ
と
も
広
き
理
想
を
有
し
た
人
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
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し
て
も
っ
と
も
広
く
か
つ
高
き
理
想
を
有
し
た
人
で
始
め
て
他
を
感
化
す
る

事
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
文
芸
は
単
な
る
技
術
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
格
の
な
い
作
家
の
作
物
は
、
卑
近
な
る
理
想
、
も
し
く
は
、
理
想
な
き
内

容
を
与
う
る
の
み
だ
か
ら
し
て
、
感
化
力
を
及
ぼ
す
力
も
き
わ
め
て
薄
弱
で

あ
り
ま
す
。
偉
大
な
る
人
格
を
発
揮
す
る
た
め
に
あ
る
技
術
を
使
っ
て
こ
れ

を
他
の
頭
上
に
浴
せ
か
け
た
時
、
始
め
て
文
芸
の
功
果
は 

炳  

焉 

へ
い
え
ん

と
し
て
末

代
ま
で
も
輝
き
渡
る
の
で
あ
り
ま
す
。
輝
き
渡
る
と
は
何
も
作
家
の
名
前
が

伝
わ
る
と
か
、
世
間
か
ら
わ
い
わ
い
騒
が
れ
る
と
云
う
意
味
で
云
う
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
作
家
の
偉
大
な
る
人
格
が
、
読
者
、
観
者
も
し
く
は
聴
者
の

心
に
浸
み
渡
っ
て
、
そ
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
彼
ら
の
子
々
孫
々
ま
で
伝

わ
る
と
云
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
に
従
事
す
る
も
の
は
こ
の
意
味
で
後

117



世
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
、
伝
わ
る
甲か
斐い
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
名
辞
書

に
二
行
や
三
行
か
か
れ
る
事
は
伝
わ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
が
伝
わ
る
の
で

は
な
い
。
活
版
だ
け
が
伝
わ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
己
が
真
の
意
味
に
お
い

て
一
代
に
伝
わ
り
、
後
世
に
伝
わ
っ
て
、
始
め
て
我
々
が
文
芸
に
従
事
す
る

事
の
閑
事
業
で
な
い
事
を
自
覚
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
始
め
て
自
己
が
一
個

人
で
な
い
、
社
会
全
体
の
精
神
の
一
部
分
で
あ
る
と
云
う
事
実
を
意
識
す
る

の
で
あ
り
ま
す
。
始
め
て
文
芸
が
世
道
人
心
に
至
大
の
関
係
が
あ
る
の
を
悟

る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
生
慾
の
念
か
ら
出
立
し
て
、
分
化
の
理
想
を
今こ

   

日 

ん
に
ち
ま
で
持
続
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
理
想
を
あ
る
手
段
に
よ
っ

て
実
現
す
る
も
の
は
、
我
々
生
存
の
目
的
を
、
一
層
高
く
か
つ
大
い
に
し
た

 

功  

蹟 

こ
う
せ
き

の
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
偉
大
な
る
理
想
を
も
っ
と
も
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よ
く
実
現
す
る
も
の
は
我
々
生
存
の
目
的
を
も
っ
と
も
よ
く
助
長
す
る
功
蹟

の
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
の
士
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
け
っ
し
て
閑か

   

人 

ん
じ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

芭  

蕉 

ば
し
ょ
う

の
ご
と
く
消
極
的
な
俳
句
を
造
る
も
の
で

も
李
白
の
よ
う
な
放
縦
な
詩
を
詠
ず
る
も
の
で
も
け
っ
し
て
閑
人
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
普
通
の
大
臣
豪
族
よ
り
も
、
有
意
義
な
生
活
を
送
っ
て
、
皆
そ
れ

ぞ
れ
に
人
生
の
大
目
的
に
貢
献
し
て
お
り
ま
す
。

　
理
想
と
は
何
で
も
な
い
。
い
か
に
し
て
生
存
す
る
が
も
っ
と
も
よ
き
か
の

問
題
に
対
し
て
与
え
た
る
答
案
に
過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
画
家
の
画
、
文

士
の
文
、
は
皆
こ
の
答
案
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
家
は
世
間
か
ら
こ
の
問
題
を

呈
出
さ
れ
る
か
ら
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
方
便
に
よ
っ
て
各
自
が
解
釈
し
た
答

案
を
呈
出
者
に
与
え
て
や
る
に
過
ぎ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
答
案
が
有
力
で
あ
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る
た
め
に
は  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
せ
っ
か
く
の
名
答
も
不
明
暸

で
あ
る
な
ら
ば
、
相
互
の
意
志
が
疏
通
せ
ぬ
よ
う
な
不
都
合
に
陥
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
技
巧
と
称
す
る
も
の
は
、
こ
の
答
案
を
明
暸
に
す
る
た
め
に
文
芸

の
士
が
利
用
す
る
道
具
で
あ
り
ま
す
。
道
具
は
固もと
よ
り
本
体
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
諸
君
は
わ
か
っ
た
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
ま
た
は
わ
か
ら
ぬ

と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
分
っ
た
方かた
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
が
、
分
ら
ぬ
方

に
は
少
々
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
い
ま
技
巧
は
道
具
だ
と

申
し
ま
し
た
。
そ
う
一
概
に
云
う
と  

明    

暸  
め
い
り
ょ
う

な
よ
う
で
あ
る
が
退
し
り
ぞい
て
考

え
る
と
な
か
な
か
わ
か
り
に
く
い
。
技
巧
と
は
何
だ
と
聴
か
れ
た
時
に
、
た

い
て
い
困
り
ま
す
。
普
通
は
思
想
を
あ
ら
わ
す
、
手
段
だ
と
云
い
ま
す
が
、

そ
の
手
段
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
る
思
想
だ
か
ら
し
て
、
思
想
を
離
れ
て
、
手
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段
だ
け
を
考
え
る
訳
に
は
行
か
ず
、
ま
た
手
段
を
離
れ
て
思
想
だ
け
を
拝
見

す
る
訳
に
は
無
論
行
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
だ
ん
だ
ん
論
じ
つ
め
て
行
く
と
、

ど
こ
ま
で
が
手
段
で
、
ど
こ
か
ら
が
思
想
だ
か
は
な
は
だ 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

に
な
り
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
白
墨
に
つ
い
て
云
う
と
、
白
い
色
と
白
墨
の
形
と
を
切

離
す
よ
う
な
も
の
で
こ
の
格
段
な
白
墨
を
目
安
め
や
す
に
し
て
論
ず
る
と
白
い
色
を

と
れ
ば
形
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
ま
た
こ
の
形
を
と
れ
ば
白
い
色

も
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
両ふた
つ
の
も
の
は
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
と
云

っ
て
も
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
哲
理
的
に
論
ず
る
と
な
か

な
か
面
倒
で
す
か
ら
、
分
り
や
す
い
た
め
に
実
例
で
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま

す
。
せ
ん
だ
っ
て
大
学
で
講
義
の
時
に
引
用
し
た
例
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ち

ょ
っ
と
そ
れ
で
用
を
弁
じ
て
お
き
ま
す
。
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こ
こ
に
二
つ
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。
最
初
の
は
沙
翁
さ
お
う
の
句
で
、
次
の
は
デ

フ
ォ
ー
と
云
う
男
の
句
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
比
較
す
る
と
技
巧
と
内
容
の
区
別
が
自
お
の
ず
から
判
然
す
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　U
neasy lies the head that w

ears a crow
n.

　K
ings frequently lam

ented the m
iserable consequences of being born 

to great things, and w
ished they had been in the m

iddle of the tw
o extre

m
es, betw

een the m
ean and the great.

　
大
体
の
意
味
は
説
明
す
る
必
要
も
な
い
ま
で
に
明
暸
で
あ
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
冠
か
ん
む
りを
戴
い
た
だく
頭
か
し
らは
安
き
ひ
ま
な
し
と
云
う
の
が
沙
翁
の
句
で
、
高
貴
の
身

に
生
れ
た
る
不
幸
を
悲
し
ん
で
、
両
極
の
中うち
、
上
下
の
間
に
世
を
送
り
た
く
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思
う
は
帝
王
の
習
い
な
り
と
云
う
の
が
デ
フ
ォ
ー
の
句
で
あ
り
ま
す
。
無
論

前
者
は
韻
語
い
ん
ご
の
一
行
で
、
後
者
は
長
い
散
文
小
説
中
の
一
句
で
あ
る
か
ら
、

前
後
に
関
係
し
て
云
う
と
、
種
々
な
議
論
も
で
き
ま
す
が
、
こ
の
二
句
だ
け

を
独
立
さ
せ
て
評
し
て
見
る
と
、
そ
の
技
巧
の
点
に
お
い
て
大
変
な
差
違
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
あ
と
か
ら
説
明
す
る
と
し
て
、
二
句
の
内
容
は
、
二
句

共
に
大
同
小
異
で
あ
る
事
は
、
誰
も
疑
わ
ぬ
ほ
ど
に
明
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
思
想
か
ら
見
る
と
双
方
共
に
同
様
と
見
て
も  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

な
い
と
し
ま

す
。
思
想
が
同
様
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
二
句
を
読
ん
で
得
る
感
じ

に
は
大
変
な
違
が
あ
り
ま
す
。
私
は
せ
ん
だ
っ
て
中
じ
ゅ
うデ
フ
ォ
ー
の
作
物
を
批

評
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
の
作
物
を
読
直
す
と
き
に
偶
然
こ
の
句
に
出
合

い
ま
し
て
、
ふ
と
沙
翁
の
ヘ
ン
リ
ー
四
世
中
の
語
を
思
い
出
し
て
、
そ
の
内
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容
の
同
じ
き
に
も
関
か
か
わら
ず
、
そ
の
感
じ
に
大
変
な
相
違
の
あ
る
に
驚
き
ま
し

た
が
、
な
ぜ
こ
ん
な
相
違
が
あ
る
か
に
至
っ
て
は
解
剖
し
て
見
る
ま
で
は
判

然
と
自
分
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
御
話

し
を
す
る
の
は
私
の
当
時
の
感
じ
を
解
剖
し
た
所
で
あ
り
ま
す
。

　
沙
翁
の
方
か
ら
述
べ
ま
す
と
　
　
あ
の
句
は
帝
王
が
年
中
（
十
年
で
も
よ

い
、
二
十
年
で
も
よ
い
。
い
や
し
く
も
彼
が
位
に
あ
る
間
だ
け
）
の
身
心
状

態
を
、
長
い
時
間
に
通
ず
る
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
な
い
で
、
こ
れ
を
一
刻
に
つ

づ
め
て
示
し
て
い
る
。
そ
こ
が
一
つ
の
手
際
て
ぎ
わ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
を
も

っ
と
詳くわ
し
く
説
明
す
る
と
こ
う
な
り
ま
す
。uneasy

（
不
安
）
と
云
う
語
は

 

漠  

然 

ば
く
ぜ
ん

た
る
心
の
状
態
を
あ
ら
わ
す
よ
う
で
あ
る
が
実
は
非
常
に
鋭
敏
な
よ

く
利き
く
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
例たと
え
ば
椅
子
の
足
の
折
れ
か
か
っ
た
の
に
腰
を
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か
け
て uneasy 

で
あ
る
と
か
、
ズ
ボ
ン
釣
り
を
忘
れ
た
た
め
ズ
ボ
ン
が
擦ず

り
落
ち
そ
う
で uneasy 

で
あ
る
と
か
、
す
べ
て
落
ち
つ
か
ぬ
様
子
で
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
落
ち
つ
か
ぬ
様
子
と
云
う
の
は
、
あ
る
時
間
の
経
過
を
含

む
状
態
に
は
相
違
な
い
が
、
長
時
間
の
経
過
を
待
た
な
い
で
、
す
ぐ
眼
に
映

る
状
態
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
の uneasy 

と
云
う
語
は
、
長
い
間
持
続

す
る
状
態
で
も
、
こ
れ
を
一
刻
も
し
く
は
一
分
に
縮ちぢ
め
て
画
の
よ
う
に
と
っ

さ
の
際きわ
に
頭
脳
の
裏うち
に
描
き
出
し
得
る
状
態
で
あ
り
ま
す
。

　
あ
る
人
は
こ
う
云
っ
て
、
私
の
説
を
攻
撃
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
　
　
な
る

ほ
ど
君
の
云
う
よ
う
な uneasy 

な
状
態
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

そ
れ
は
身
体
か
ら
だ
の uneasy 

な
場
合
で
心
の uneasy 

な
場
合
で
は
な
い
。
身
体

の uneasy 

な
状
態
は
長
い
時
間
を
切
っ
て
断
面
的
に
こ
れ
を
想
像
の
鏡
に
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写
す
事
も
で
き
よ
う
が
、
心
の uneasy 

な
場
合
す
な
わ
ち
心
配
と
か
、
気

が
か
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
う
い
う
風
に
印
象
を
構
成
す
る
訳
に
は

行
か
ん
だ
ろ
う
と
。
私
は
そ
の
攻
撃
に
対
し
て
は
、
こ
う
答
え
る
。
　
　
そ

う
い
う uneasy 
な
状
態
は
あ
る
に
相
違
な
い
。
な
い
が
、
こ
こ
に
は
そ
ん

な
事
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
よ
し
帝
王
の uneasiness 

が
精
神
的
で
あ
っ

て
も
、
そ
う
考
え
る
必
要
は
な
い
。
必
要
は
な
い
と
云
う
よ
り
も
そ
ん
な
余

裕
は
な
い
。uneasy 

の
下もと
に lies 

す
な
わ
ち
横
わ
る
と
あ
る
。lies 

と
云
う

と
有
形
的
な
物
体
に
適
用
せ
ら
る
る
文
字
で
あ
る
。
だ
か
ら uneasy 

と
読

ん
で
、
ど
ち
ら
の uneasy 

か
と
迷
う
間
も
な
く
、
直 lies 

と
云
う
字
に
接

続
す
る
か
ら
し
て uneasy 

の
意
味
は
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
す
る
と
ま
た

こ
う
非
難
す
る
人
が
出
る
か
も
知
れ
ぬ
。
　
　lies 
に
も
両
様
が
あ
る
。
有
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形
物
に
つ
い
て
云
う
事
は
無
論
で
あ
る
が
無
形
物
に
つ
い
て
も
よ
く
使
う
字

で
あ
る
。
だ
か
ら uneasy lies 

で
は
君
の
云
う
よ
う
に
判
然
た
る
印
象
は
起

っ
て
来
な
い
と
。
こ
の
非
難
に
対
す
る
私
の
弁
解
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
。 u

neasy lies 
で
は
印
象
が
起
ら
ぬ
と
云
う
な
ら
第
三
字
目
の head 

と
い
う
字

を
読
ん
で
見
る
が
よ
か
ろ
う
。head 

は
具
体
的
の
も
の
で
あ
る
。
よ
し hea

d 

ま
で
も
比
喩
的
な
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
と
し
て
も uneasy lies the head 

と
続
け
て
読
ん
で
、
し
か
も
こ
の head 

を
抽
象
的
な
能
力
と
か
知
力
と
か

解
釈
す
る
者
は
あ
る
ま
い
。
誰
で
も
具
体
的
の
髪
の
生
え
た
頭
と
解
釈
す
る

で
あ
ろ
う
。head 

を
具
体
的
と
解
す
る
以
上
は lies 

も
無
論
有
形
物
の lie 

す
る
有
様
に
相
違
な
い
。
し
て
み
る
と uneasy 

も
ま
た
形
態
に
関
係
の
な

い
目
に
見
え
ぬ
意
味
と
は
取
り
に
く
い
。
し
か
も
そ
の uneasy 

な
有
様
は
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い
つ
ま
で
続
く
か
無
論
わ
か
ら
な
い
が
、
よ
し
長
時
間
続
く
状
態
に
し
て
も
、

い
や
し
く
も
続
い
て
い
る
間
は
、
い
つ
で
も
目
に
見
え
る
状
態
で
あ
る
。
い

つ
で
も
見
え
る
状
態
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
一
瞬
間
を
截た
ち
切

っ
て
も
そ
の
断
面
は
長
い
全
部
を
代
表
す
る
事
が
で
き
る
、
語
を
換
え
て
云

え
ば
、
十
年
二
十
年
の
状
態
を
一
瞬
の
間
に
つ
づ
め
た
も
の
、
煮
つ
め
た
も

の
、
煎せん
じ
つ
め
た
も
の
を
脳
裏
の
う
り
に
呼
び
起
す
こ
と
が
で
き
る
と
。
そ
こ
で
こ

の
煮
つ
め
た
と
こ
ろ
、
煎
じ
つ
め
た
と
こ
ろ
が
沙
翁
の
詩
的
な
と
こ
ろ
で
、

読
者
に
電
光
の
機
鋒
き
ほ
う
を
ち
ら
っ
と
見
せ
る
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

時
間
の
上
の
話
で
あ
り
ま
す
。
長
い
時
間
の
状
態
を
一
時
に
示
す
詩
的
な
作

用
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
沙
翁
さ
お
う
に
は
今
一
つ
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。
上
述
の
時
間
的
な
る
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に
対
し
て
こ
れ
は
空
間
的
と
云
う
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち

こ
う
い
う
解
剖
な
の
で
す
。
帝
王
と
云
う
字
は
具
体
の
名
詞
か
抽
象
の
名
詞

か
と
問
え
ば
、
誰
も
具
体
と
答
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
具
体

名
詞
に
相
違
な
い
で
す
。
け
れ
ど
も
た
だ
具
体
的
だ
と
承
知
す
る
ば
か
り
で
、

  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

な
印
象
は
比
較
的
出
に
く
い
の
で
す
。
帝
王
の
画
を
眼
前
で
か
い

て
見
ろ
と
云
わ
れ
て
も
、
す
ぐ
と
図
案
は
拵
こ
し
らえ
ら
れ
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
共
の
脳
中
に
は
こ
の
帝
王
と
云
う
も
の
が
す
こ
ぶ
る 

漠  

然 

ば
く
ぜ
ん

と
し
て
纏
ま
と
まら

な
い
図
に
な
っ
て
畳
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
へ the head that w

ears

 a corw
n 

と
云
わ
れ
る
と
、
帝
王
と
云
う
観
念
が
急
に
判
然
と
し
ま
す
。
な

ぜ
か
と
云
う
と
、
今
ま
で
は
具
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
解
っ
て
い
た

け
れ
ど
、
局
部
の
知
識
は
す
こ
ぶ
る 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

で
取
と
め
が
つ
か
な
か
っ
た
の
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で
あ
り
ま
す
。
あ
た
か
も
度
の
合
わ
ぬ
眼
鏡
で
物
を
見
る
よ
う
に
、
そ
の
物

は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
が
他
の
物
と
独
立
し
て
い
る
事
だ
け
が
明
暸
で
、

そ
の
物
の
内
容
は 

朦  

朧 

も
う
ろ
う

と
し
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が une

asy lies the head that w
ears a crow

n 

と
云
わ
れ
た
の
で  

焼    

点  

し
ょ
う
て
ん

が
急
に

き
ま
っ
た
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
帝
王
と
云
え
ば
個
人
と
し

て
帝
王
の
全
部
を
想
像
せ
ね
ば
な
ら
ん
、
全
部
を
想
像
す
る
と
勢
い
き
お
いぼ
ん
や
り

す
る
。
ぼ
ん
や
り
し
な
い
た
め
に
、
局
部
を
想
像
し
よ
う
と
す
る
と
、
局
部

が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
ど
こ
を
想
像
し
て
よ
い
か
分
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

沙
翁
は
多
く
あ
る
局
部
の
う
ち
で
、
こ
こ
を
想
像
す
る
の
が
一
番
い
い
と
教

え
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
帝
王
の
足
で
も

な
い
、
手
で
も
な
い
。
乃
至
な
い
し
は
背
骨
せ
ぼ
ね
で
も
な
い
。
も
し
く
は
帝
王
の
腹
の
中
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で
も
な
い
。
彼
が
指
さ
し
て
、
あ
す
こ
だ
け
を
注
意
し
て
御
覧
、king 

が

よ
く
見
え
る
と
教
え
て
く
れ
た
所
は
、 

燦  

爛 

さ
ん
ら
ん

た
る
冠
を
戴
い
た
だく
彼
の
頭
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
注
意
を
う
け
た 

吾  

々 

わ
れ
わ
れ

は
今
ま
で
全
局
に
眼
を
ち
ら
つ
か
せ

て
要
領
を
得
ん
の
に
苦
し
ん
で
い
た
の
に
、
か
く
注
意
を
受
け
た
か
ら
、
試

み
に
そ
の
方
へ
視
線
を
む
け
る
と
、
な
る
ほ
ど king 

が
見
え
た
の
で
あ
り

ま
す
。
明
暸
な
の
は
局
部
に
過
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
、
こ
の
局
部
が king 

を
代

表
し
て
し
か
る
べ
き
精
髄
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
こ
が
明
暸
に
見
え
れ
ば
全

体
を
明
暸
に
見
た
と
同
じ
事
に
な
る
。
取とり
も
直なお
さ
ず
物
を
見
る
べ
き
要
点
を

沙
翁
が
我
々
に
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
要
点
は
全
体
を
明
か

に
す
る
に
お
い
て
功
力
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
要
点
以
外
に
気
を
散
ら
す
必

要
が
な
く
、
不
要
の
部
分
を
こ
と
ご
と
く
切
り
棄
て
る
事
も
で
き
る
か
ら
し
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て
、
読
者
か
ら
云
え
ば
注
意
力
の
経
済
に
な
る
。
こ
の
要
点
を
空
間
に
配
し

て
云
う
と
、
沙
翁
は king 

と
云
う
大
き
な
も
の
を
縮
め
て
、
単
な
る
「
冠

を
戴
く
頭
」
に
変
化
さ
し
て
く
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
六
尺
の
人

は
一
尺
に
足
ら
ぬ
頭
と
煎せん
じ
つ
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
て
み
る
と
沙
翁
の
句
は
一
方
に
お
い
て
時
間
を
煎
じ
つ
め
、
一
方
で
は

空
間
を
煎
じ
つ
め
て
、
そ
う
し
て
鮮
あ
ざ
やか
に
長
時
間
と
広
空
間
と
を
見
せ
て
く

れ
て
お
り
ま
す
。
あ
た
か
も
肉
眼
で
遠
景
を
見
る
と 

漠  

然 

ば
く
ぜ
ん

と
し
て
い
る
が
、

一ひと
た
び
双
眼
鏡
を
か
け
る
と
大
き
な 
尨  

大 
ぼ
う
だ
い

な
も
の
が
奇
麗
き
れ
い
に
縮
ま
っ
て
眸ぼ

裡うり
に
印
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
双
眼
鏡
の
度
を
合

わ
し
て
く
れ
る
の
が
す
な
わ
ち
沙
翁
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
沙
翁
の
句

を
読
ん
で
詩
的
だ
と
感
ず
る
所
以
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。
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と
こ
ろ
が
デ
フ
ォ
ー
の
文
章
を
読
ん
で
見
る
と
ま
る
で
違
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
男
の
か
き
方
は
長
い
も
の
は
長
い
な
り
、
短
い
も
の
は
短
い
な
り
に
書

き
放
し
て
毫ごう
も
煎
じ
つ
め
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
遠
景
を
見
る
の
に
肉

眼
で
見
て
い
ま
す
。
度
を
合
せ
ぬ
の
み
か
、
双
眼
鏡
を
用
い
よ
う
と
も
し
ま

せ
ん
。
ま
あ
智ち
慧え
の
な
い
叙
方
と
云
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
心
配

し
て
読
者
の
便
宜
べ
ん
ぎ
を
は
か
っ
て
く
れ
ぬ
書
き
方
、
呑
気
の
ん
き
も
し
く
は
不
親
切
な

書
き
方
と
云
っ
て
も
悪
く
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
も
し
く
は
伸
縮
方
を
解
せ
ぬ
、

弾
力
性
の
な
い
文
章
と
評
し
て
も
構
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
汽
車
電
車
は
無
論

人
力
さ
え
工
夫
す
る
手
段
を
知
ら
な
い
で
、
ど
こ
ま
で
も
親
譲
り
の
二
本
足

で
の
そ
の
そ
歩
い
て
行
く
文
章
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
散
文
的
の
感
が

あ
る
の
で
す
。
散
文
的
な
文
章
と
は
馬
へ
も
乗
れ
ず
、
車
へ
も
乗
れ
ず
、
何
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ら
の
才
覚
が
な
く
っ
て
、
た
だ
地
道
じ
み
ち
に
御
拾
い
で
お
い
で
に
な
る
文
章
を
云

う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
悪
口
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
御
拾
い
も

時
々
は
結
構
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
年
が
年
中
足
を 

擂  

木 

す
り
こ
ぎ

に
し
て
、
火
事
見

舞
に
行
く
ん
で
も
、
葬
式
の
供
に
立
つ
ん
で
も
同
じ
心
得
で
、
て
く
て
く
や

っ
て
い
る
の
は
、
本
人
の
勝
手
だ
と
云
え
ば
云
う
よ
う
な
も
の
の
、
あ
ま
り

器
量
の
な
い
話
で
あ
り
ま
す
。
デ
フ
ォ
ー
は
は
な
は
だ
達
筆
で  

生    

涯  

し
ょ
う
が
い

に

三
百
何
部
と
云
う
書
物
を
か
き
ま
し
た
。
ま
あ
車
夫
の
よ
う
な
文
章
家
な
の

で
す
。

　
こ
れ
で
二
家
の
文
章
の
批
評
は
了おわ
り
ま
す
。
こ
の
批
評
に
よ
っ
て
、
我
々

の
得
た
結
論
は
何
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
文
芸
に
在あ
っ
て
技
巧
は
大
切
な
も

の
で
あ
る
と
云
う
事
で
あ
り
ま
す
。
も
し
技
巧
が
な
け
れ
ば
せ
っ
か
く
の
思

134文芸の哲学的基礎



想
も
、
気
の
毒
な
事
に
、
さ
ほ
ど
な
利
目
き
き
め
が
出
て
来
な
い
。
沙
翁
と
デ
フ
ォ

ー
は
同
じ
思
想
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
結
果
は
以
上
の
ご

と
く
、
大
変
な
相
違
を
来きた
し
ま
す
。
思
想
が
同
じ
い
の
に
こ
れ
ほ
ど
な
相
違

が
出
る
の
は
全
く
技
巧
の
た
め
だ
と
結
論
し
ま
す
。
近
頃
日
本
の
文
学
者
の

あ
る
人
々
は
技
巧
は
無
用
だ
と
し
き
り
に
主
張
す
る
そ
う
で
す
が
、
い
ま
だ

  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

な
る
御
考
え
を
承
う
け
た
ま
わっ
た
事
が
な
い
か
ら
、
何
と
も
申
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
以
上
の
説
明
に
よ
る
と
、
文
芸
家
で
あ
る
以
上
は
、
技
巧
は
ど
う
し
て

も
捨
て
る
訳
に
は
、
参
る
ま
い
と
信
じ
ま
す
。
そ
う
し
て
以
上
の
説
明
は
け

っ
し
て
論
理
そ
の
他
の 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

を
含
ん
で
お
ら
ん
と
信
じ
ま
す
。
有
名
な
人

の
作
曲
さ
え
や
れ
ば
、
ど
ん
な
下
手
が
奏
し
て
も
構
わ
な
い
と
云
う
御
主
意

な
ら
ば
文
章
も
技
巧
は
無
用
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
そ
う
は
思
わ
れ

135



ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
技
巧
を
無
用
視
せ
ら
る
る
方かた
の
う
ち
に
は
人
生
に
触
れ

な
く
て
は
駄
目
だ
、
技
巧
は
ど
う
で
も
よ
い
、
人
生
に
触
れ
る
の
が
目
的
だ

と
言
わ
れ
る
人
が
大
分
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
だ
明
暸
な
説
明
を
承

っ
た
事
が
な
い
か
ら
何
の
意
味
だ
か
了
解
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
言
葉
を
承

わ
る
た
び
に
何
だ
か
妙
な
心
持
が
し
ま
す
。
た
だ
触
れ
ろ
触
れ
ろ
と
仰
お
お
せが
あ

っ
て
も
、
触
れ
る 

見  
当 

け
ん
と
う

が
つ
か
な
け
れ
ば
、
作
家
は
途
方
に
暮
れ
ま
す
。

む
や
み
に
人
生
だ
人
生
だ
と
騒
い
で
も
、
何
が
人
生
だ
か
御
説
明
に
な
ら
ん

以
上
は
、
火
の
見
え
な
い
の
に
半
鐘
を
擦す
る
よ
う
な
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と
景

気
は
い
い
よ
う
だ
が
、
ど
い
た
ど
い
た
と
駆か
け
て
行
く
連
中
は
、
あ
と
か
ら

大
に
迷
惑
致
す
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
人
生
に
触
れ
ろ
と
御
注
文
が
出

る
前
に
、
人
生
と
は
こ
ん
な
も
の
、
触
れ
る
と
は
あ
ん
な
も
の
、
す
べ
て
の
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あ
ん
な
、
こ
ん
な
を
明
暸
に
し
て
お
い
て
さ
て
か
よ
う
な
訳
だ
か
ら
技
巧
は

無
用
じ
ゃ
な
い
か
と
仰
せ
ら
れ
た
な
ら
、
そ
の
時
始
め
て
御
相
手
を
致
し
て

も
遅
く
は
な
か
ろ
う
と
思
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
差
し
控
え
る
事
に
致
し
て
お

り
ま
す
。
も
し
私
の
方
で
申
す
人
生
に
触
れ
る
と
い
う
意
味
が
御
承
知
に
な

り
た
け
れ
ば
今
じ
き
に
明
暸
な
る
御
答
え
を
仕
つ
か
ま
つっ
て
も
よ
ろ
し
い
が
、
つ
い

で
も
あ
る
事
だ
か
ら
、
次
の
節
ま
で
待
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

　
御
待
遠
だ
と
い
か
ぬ
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
次
の
節
に
移
っ
て
弁
じ
ま
す
。
文

学
者
の
一
部
分
で
、
し
き
り
に
触
れ
ろ
触
れ
ろ
と
云
い
、
技
巧
は
無
用
だ
無

用
だ
と
云
っ
て
い
る
に
反
し
て
、
画
家
の
方
で
は
　
　
画
家
は
我
々
の
よ
う

に
騒
々
し
く
な
い
、
お
と
な
し
く
勉
強
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
む
や
み
に
三み

つ
番ばん
は
敲たた
か
れ
ぬ
よ
う
で
あ
る
が
　
　
し
か
し
そ
の
実
行
し
て
お
ら
れ
る
と
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こ
ろ
を
拝
見
す
る
と
、
触
れ
る
の
触
れ
ぬ
の
と
云
う
事
は  

頓    

着  

と
ん
じ
ゃ
く

な
く
た

だ
熱
心
に
技
術
を
研みが
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な

く
私
は
極きわ
め
て
画
道
に
は
暗
い
人
間
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
画
の
事
に
関
し

て
嘴
く
ち
ば
しを
容い
れ
る
権
利
は
無
論
な
い
の
で
す
が
、
門
外
漢
の
云
う
事
も
時
に
は

御
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
こ
う
し
て
諸
君
に
御
目
に
か
か
る
機
会
も
滅
多
め
っ
た

に
あ
り
ま
せ
ず
、
か
つ
文
芸
全
体
に
通
じ
て
の
議
論
で
す
か
ら
、
大
胆
な
と

こ
ろ
を
述
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
　
あ
な
た
方
の
方
で
は
人
間
を
御
か
き
に

な
る
と
き
は
モ
デ
ル
を
御
使
い
に
な
り
ま
す
、
草
や
木
を
御
か
き
に
な
る
と

き
は
野
外
も
し
く
は
室
内
で
写
生
を
な
さ
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
結
構

な
事
で
、
我
々
文
学
者
が
四
畳
半
の
な
か
で
、
夢
の
よ
う
な
不
都
合
な
人
物
、

景
色
、
事
件
を
想
像
し
て 

好 

加 

減 

い
い
か
げ
ん

な
事
を
並
べ
て
平
気
で
い
る
よ
り
も
遥
は
る
か
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に
熱
心
な
御
研
究
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
効
能
は
固もと
よ
り
御
承
知
の
事
で
、
私

な
ど
が
か
れ
こ
れ
申
す
の
も
釈
迦
し
ゃ
か
に
何
と
か
い
う
類
た
ぐ
いに
な
り
ま
す
が
、
ま
ず

講
話
の
順
序
と
し
て
分
ら
ぬ
な
が
ら
、
分
っ
た
と
思
う
事
だ
け
を
述
べ
ま
す
。

こ
う
云
う
修
業
で
得
る
点
は
私
の
考
え
で
は
ま
ず
二
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
一
つ
は
物
の
大
小
形
状
及
び
そ
の
色
合
な
ど
に
つ
い
て
知
覚
が

  

明    

暸  

め
い
り
ょ
う

に
な
り
ま
す
の
と
、
こ
の
明
暸
に
な
っ
た
も
の
を
、
精
細
に
写
し

出
す
事
が
巧
者
に
か
つ 
迅  
速 

じ
ん
そ
く

に
で
き
る
事
だ
と
信
じ
ま
す
。
二
は
こ
れ
を

描えが
き
出
す
に
当
っ
て
使
用
す
る
線
及
び
点
が
、
描
き
出
さ
れ
る
物
の
形
状
や

色
合
と
は
比
較
的
独
立
し
て
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
一
種
の
手
際
て
ぎ
わ
を
帯
び

て
来
る
事
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
二
の
技
術
は
技
術
で
あ
り
か
つ
理
想
を
も

あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
し
て
純
然
た
る
技
巧
と
見
る
訳
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
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現
に
日
本
在
来
の
絵
画
は
お
も
に
こ
の
技
巧
だ
け
で
価
値
を
保
っ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
鑑
賞
の
眼
を
恣
ほ
し
い
ま
まに
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
種
の
理
想
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
画
家
の
人

格
を
示
し
て
い
る
、
た
め
に
大
な
る
感
興
を
引
く
事
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
一
線
の
引
き
方
で
も
、
（
そ
の
一
線
だ
け
で
は
画
は
成
立
せ
ぬ
に

も
関
わ
ら
ず
）
勢
い
が
あ
っ
て
画
家
の
意
志
に
対
す
る
理
想
を
示
す
事
も
で

き
ま
す
し
、
曲
り
具
合
が
美
に
対
す
る
理
想
を
あ
ら
わ
す
事
も
で
き
ま
す
し
、

ま
た
は
明
暸
で
太
い
細
い
の
関
係
が
明
か
で
知
的
な
意
味
も
含
ん
で
お
り
ま

し
ょ
う
し
、
あ
る
い
は 

婉  

約 

え
ん
や
く

の
情
、
温
厚
な
感
を
蓄
え
る
事
も
あ
り
ま
し

ょ
う
。
（
知
、
情
の
理
想
が
比
較
的
顕
著
で
な
い
の
は
性
質
上
や
む
を
え
ま

せ
ん
）
こ
う
な
る
と
線
と
点
だ
け
が
理
想
を
含
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
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う
ど
金
石
文
字
や  

法    

帖  

ほ
う
じ
ょ
う

と
同
じ
事
で
、
書
を
見
る
と
人
格
が
わ
か
る
な

ど
と
云
う
議
論
は
全
く
こ
れ
か
ら
出
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ

か
ら
、
こ
の
技
巧
は
あ
る
程
度
の
修
養
に
つ
れ
て
、
理
想
を
含
蓄
し
て
参
り

ま
す
。
し
か
し
前
種
の
技
巧
、
す
な
わ
ち
物
に
対
す
る
明
暸
な
る
知
覚
を
そ

の
ま
ま
に
あ
ら
わ
す
手
際
て
ぎ
わ
は
、
全
然
理
想
と
没
交
渉
と
云
う
訳
に
は
参
り
ま

せ
ん
が
、
比
較
的
に
こ
れ
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
わ
か

り
や
す
く
申
し
ま
す
と
、
物
を
か
い
て
、
現
物
の
よ
う
に
出
来
上
っ
て
も
、

知
、
情
、
意
、
の
働
き
の
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ん
の
が
あ
り
ま
す
。
何なん
だ
か
気

乗
り
の
し
な
い
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
と
な
く
機
械
的
な
の
が
あ
り
ま
す
。

私
の
技
巧
と
云
う
の
は
、
こ
の
種
の
技
巧
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
非

難
し
た
い
の
は
、
こ
の
種
の
技
巧
だ
け
で
画
工
に
な
ろ
う
と
云
う
希
望
を
抱
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く
人
々
で
あ
り
ま
す
。
無
論
諸
君
は
、
画
工
に
な
る
に
は
こ
の
種
の
技
巧
だ

け
で
充
分
だ
と
御
考
え
に
な
っ
て
は
お
ら
れ
ま
す
ま
い
。
し
か
し
技
巧
を
お

も
に
し
て
研
究
を
重
ね
て
行
か
れ
る
う
ち
に
は
、
時
に
よ
る
と
知
ら
ぬ
間
に
、

つ
い
こ
の
弊へい
に
陥
る
事
が
な
い
と
は
限
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
再
び
前
段
に
立

ち
帰
っ
て
根
本
的
に
申
し
ま
す
と
、
前
に
述
べ
た
通
り
、
文
芸
は
感
覚
的
な

或
物
を
通
じ
て
、
あ
る
理
想
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て

そ
の
第
一
主
義
を
云
え
ば
あ
る
理
想
が
感
覚
的
に
あ
ら
わ
れ
て
来
な
け
れ
ば
、

存
在
の
意
義
が
薄
く
な
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
理
想
を
感
覚
的
に
す
る
方

便
と
し
て
始
め
て
技
巧
の
価
値
が
出
て
く
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
理
想

の
な
い
技
巧
家
を
称
し
て
、
い
わ
ゆ
る
市 
気 
匠 

気 
い
ち
き
し
ょ
う
き

の
あ
る
芸
術
家
と
云
う

の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
市
気
匠
気
の
あ
る
絵
画
が
な
ぜ
下
品
か
と
云
う
と
、
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そ
の
画
面
に
何
ら
の
理
想
が
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ん
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は

あ
ら
わ
れ
て
い
て
も
浅
薄
で
、
狭
小
で
、
卑
俗
で
、
毫ごう
も
人
生
に
触
れ
て
お

ら
ん
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
私
は
近
頃
流
行
す
る
言
語
を
拝
借
し
て
、
人
生
に
触
れ
て
お
ら
ん
と
申
し

ま
し
た
。
私
の
い
わ
ゆ
る
人
生
に
触
れ
る
と
申
す
意
味
は
、
前
段
か
ら
の
議

論
で
大
概
は
御
分
り
に
な
っ
た
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
が
、
御
約
束
だ
か
ら
形

式
的
に
説
明
致
し
ま
す
と
、
比
較
的
簡
単
で
明
暸
で
あ
り
ま
す
。
少
く
と
も

私
だ
け
に
は
そ
う
思
わ
れ
ま
す
。
我
々
は
意
識
の
連
続
を
希
望
し
ま
す
。
連

続
の
方
法
と
意
識
の
内
容
の
変
化
と
が
吾
人
に 

選  

択 

せ
ん
た
く

の
範
囲
を
与
え
ま
す
。

こ
の
範
囲
が
理
想
を
与
え
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
の
を
、

人
生
に
触
れ
る
と
申
し
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
人
生
に
触
れ
た
く
て
も
触
れ
ら
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れ
よ
う
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
こ
の
理
想
は
真
、
美
、
善
、
壮
の
四

種
に
分
れ
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
の
四
種
の
理
想
を
実
現
し
得
る
人
は
、
同
等

の
程
度
に
人
生
に
触
れ
た
人
で
あ
り
ま
す
。
真
の
理
想
を
あ
ら
わ
し
得
る
人

は
、
美
の
理
想
を
あ
ら
わ
し
得
る
人
と
、
同
様
の
権
利
と
重
み
と
を
も
っ
て
、

人
生
に
触
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
の
理
想
を
示
し
得
る
人
は
壮
の
理
想
を

示
し
得
る
人
と
、
同
様
の
権
利
と
重
み
を
も
っ
て
、
人
生
に
触
れ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
理
想
を
あ
ら
わ
し
て
も
、
同
じ
く
人
生
に
触
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
だ
け
が
触
れ
て
、
他
は
触
れ
ぬ
も
の
だ
と
断
言
す

る
の
は
、
論
理
的
に
か
く
証
明
し
来
っ
た
と
こ
ろ
で
、
成
立
せ
ぬ
出
放
題
の

広
言
で
あ
り
ま
す
。
真
は
深
く
も
な
り
、
広
く
も
な
り
得
る
理
想
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
が
独ひと
り
人
生
に
触
れ
て
、
他
の
理
想
は
触
れ
ぬ
と
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は
、
真
以
外
に
世
界
に
道
路
が
あ
る
事
を
認
め
得
ぬ
色
盲
者
の
云
う
事
で
あ

り
ま
す
。
東
西
南
北
こ
と
ご
と
く
道
路
で
、
こ
と
ご
と
く
通
行
す
べ
き
は
ず

で
、
大
切
と
云
え
ば
こ
と
ご
と
く
大
切
で
あ
り
ま
す
。

　
四
種
の
理
想
は
分
化
を
受
け
ま
す
。
分
化
を
受
け
る
に
従
っ
て
変
形
を
生

じ
ま
す
。
変
形
を
生
じ
つ
つ
進
歩
す
る
機
会
を
早
め
ま
す
。
こ
の
変
形
の
う

ち
、
も
っ
と
も
新
し
い
理
想
を
実
現
す
る
人
を
人
生
に
お
い
て
新
意
義
を
認

め
た
人
と
云
い
ま
す
。
変
形
の
う
ち
も
っ
と
も
深
き
理
想
を
実
現
す
る
人
を
、

深
刻
に
人
生
に
触
れ
た
人
と
申
し
ま
す
。
（
云
う
ま
で
も
な
く
深
刻
と
は
真
、

善
、
美
、
壮
の
四
面
に
わ
た
っ
て
申
す
べ
き
形
容
詞
で
あ
り
ま
す
。
悲
惨
だ

か
ら
深
刻
だ
と
か
、
暗
黒
だ
か
ら
深
刻
だ
と
か
云
う
の
は
無
意
味
の
言
語
で

あ
り
ま
す
）
変
形
の
う
ち
も
っ
と
も
広
き
理
想
を
実
現
す
る
人
を
、
広
く
人
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生
に
触
れ
た
人
と
申
し
ま
す
。
こ
の
三
つ
を
兼
ね
て
、
完
全
な
る
技
巧
に
よ

り
て
こ
れ
を
実
現
す
る
人
を
、
理
想
的
文
芸
家
、
す
な
わ
ち
文
芸
の
聖
人
と

云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
文
芸
の
聖
人
は
た
だ
の
聖
人
で
、
こ
れ
に
技
巧
を
加

え
る
と
き
に
、
始
め
て
文
芸
の
聖
人
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
人
の
理
想

と
申
し
て
別
段
の
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
い
か
に
し
て
生
存
す
べ
き
か
の

問
題
を
解
釈
す
る
ま
で
で
あ
り
ま
す
。

　
発
達
し
た
理
想
と
、
完
全
な
技
巧
と
合
し
た
時
に
、
文
芸
は
極
致
に
達
し

ま
す
。
（
そ
れ
だ
か
ら
、
文
芸
の
極
致
は
、
時
代
に
よ
っ
て
推
移
す
る
も
の

と
解
釈
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
論
理
的
な
の
で
あ
り
ま
す
）
文
芸
が
極
致
に

達
し
た
と
き
に
、
こ
れ
に
接
す
る
も
の
は
も
し
こ
れ
に
接
し
得
る
だ
け
の
機

縁
が
熟
し
て
い
れ
ば
、
還
元
的
感
化
を
受
け
ま
す
。
こ
の
還
元
的
感
化
は
文
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芸
が
吾
人
ご
じ
ん
に
与
え
得
る
至
大
至
高
の
感
化
で
あ
り
ま
す
。
機
縁
が
熟
す
と
云

う
意
味
は
、
こ
の
極
致
文
芸
の
う
ち
に
あ
ら
わ
れ
た
る
理
想
と
、
自
己
の
理

想
と
が 
契  
合 
け
い
ご
う

す
る
場
合
か
、
も
し
く
は
こ
れ
に
引
つ
け
ら
れ
た
る
自
己
の

理
想
が
、
新
し
き
点
に
お
い
て
、
深
き
点
に
お
い
て
、
も
し
く
は
広
き
点
に

お
い
て
、 

啓  
発 

け
い
は
つ

を
受
く
る
刹
那
せ
つ
な
に
大
悟
す
る
場
合
を
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。

縁
な
き  

衆    

生  

し
ゅ
じ
ょ
う

は
度
し
が
た
し
と
は
単
に
仏
法
の
み
で
言
う
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
段
違
い
の
理
想
を
有
し
て
い
る
も
の
は
、
感
化
し
て
や
り
た
く
て

も
、
感
化
を
受
け
た
く
て
も
と
う
て
い
ど
う
す
る
事
も
で
き
ま
せ
ん
。

　
還
元
的
感
化
と
云
う
字
が
少
々
妙
だ
か
ら
、
御
分
り
に
な
ら
ん
か
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
を
説
明
す
る
と
、
こ
う
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
文
芸
家
は
今

申
す
通
り
自
己
の
修
養
し
得
た
理
想
を
言
語
と
か
色
彩
と
か
の
方
便
で
あ
ら
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わ
す
の
で
、
そ
の
現
わ
さ
れ
る
理
想
は
、
あ
る
種
の
意
識
が
、
あ
る
種
の
連

続
を
な
す
の
を
、
そ
の
ま
ま
に
写
し
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

こ
れ
に
対
し
て  

享    

楽  

き
ょ
う
ら
く

の
境
さ
か
いに
達
す
る
と
い
う
意
味
は
、
文
芸
家
の
あ
ら

わ
し
た
意
識
の
連
続
に
随
伴
す
る
と
云
う
事
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
我
々
の

意
識
の
連
続
が
、
文
芸
家
の
意
識
の
連
続
と
あ
る
度
ま
で
一
致
し
な
け
れ
ば
、

享
楽
と
云
う
事
は
行
わ
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
還
元
的
感
化

と
は
こ
の
一
致
の
極
度
に
お
い
て
始
め
て
起
る
現
象
で
あ
り
ま
す
。

　
一
致
の
意
味
は
固もと
よ
り
明
暸
で
、
こ
の
一
致
し
た
意
識
の
連
続
が
我
々
の

心
の
う
ち
に
浸
み
込
ん
で
、
作
物
を
離
れ
た
る
後
ま
で
も 

痕  

迹 

こ
ん
せ
き

を
残
す
の

が
い
わ
ゆ
る
感
化
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
説
明
す
べ
き
も
の
は
た
だ
還
元
の

二
字
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
二
字
も
ま
た
一
致
と
云
う
字
面
の
う
ち
に
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含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
一
致
と
云
う
と
我
の
意
識
と
彼
の
意
識
が
あ
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
も
の
が
合
し
て
一
と
な
る
と
云
う
意
味
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
一
致
せ
ぬ
前
に
言
う
べ
き
事
で
、
す
で
に
一
致
し
た
以
上
は
一
も
な
く
二

も
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
の
境
界
に
入
れ
ば
す
で
に
普
通
の
人

間
の
状
態
を
離
れ
て
、
物
我
の
上
に
超
越
し
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の

物
我
の
境
を
超
越
す
る
と
云
う
事
は
、
こ
の
講
演
の
出
立
地
で
あ
っ
て
、
ま

た
あ
ら
ゆ
る
思
索
の 

根  
拠 

こ
ん
き
ょ

本
源
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
文
芸
の
作
物

に
対
し
て
、
我
を
忘
れ
彼
を
忘
れ
、
無
意
識
に
（
反
省
的
で
な
く
と
云
う
意

な
り
）
享
楽
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
す
る
間
は
、
時
間
も
空
間
も
な
く
、
た
だ
意
識
の
連
続

が
あ
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
時
間
も
空
間
も
な
い
と
云
う

の
は
作
物
中
に
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
、
自
己
が
作
物
に
対
す
る
時
間
、
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ま
た
自
己
が
占
め
て
い
る
空
間
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
読
ん
で
何

時
間
か
か
る
か
、
ま
た
読
ん
で
い
る
場
所
は
書
斎
の
裡うち
か
郊
外
か  

蓐    

中  

じ
ょ
く
ち
ゅ
う

か
を
忘
れ
る
と
云
う
の
と
同
じ
事
で
あ
り
ま
す
。
普
通
の
場
合
に
お
い
て
こ

れ
を
忘
れ
る
事
が
で
き
ん
の
は
、
あ
る
間
は
作
者
の
意
識
連
続
と
一
致
し
、

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
離
れ
る
か
ら
、
我
は
依
然
と
し
て
我
、
彼
は
依
然
と
し

て
彼
な
の
で
あ
り
ま
す
。
一
致
し
て
い
る
際
に
蚤のみ
に
食
わ
れ
て
急
に
我
に
帰

り
、
時
計
が
鳴
っ
て
に
わ
か
に
我
に
帰
る
と
い
う
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
間
髪

を
容い
れ
ざ
る
完
全
の
一
致
よ
り
生
ず
る
享
楽
を
擅
ほ
し
い
まま
に
す
る
事
が
で
き
ん
の

で
あ
り
ま
す
。
か
く
の
ご
と
く
自
己
の
意
識
と
作
家
の
意
識
が
離
れ
た
り
合

っ
た
り
す
る
間
は
、
読
書
で
も
観
画
で
も
、
純
一
無
雑
と
云
う
境
遇
に
達
す

る
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
俗
に
邪
魔
が
這は
入い
る
と
も
、
油
を
売
る
と
も
、
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散
漫
に
な
る
と
も
云
い
ま
す
。
人
に
よ
る
と
、  

生    

涯  

し
ょ
う
が
い

に
一
度
も
無
我
の

境
界
に
点
頭
し
、 

恍  

惚 

こ
う
こ
つ

の
域
に  

逍    

遥  

し
ょ
う
よ
う

す
る
事
の
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
俗
に
こ
れ
を
物
に
役えき
せ
ら
れ
る
男
と
云
い
ま
す
。
か
よ
う
な
男
が
、
何

か
の 

因  
縁 

い
ん
ね
ん

で
、
急
に
こ
の
還
元
的
一
致
を
得
る
と
、
非
常
な
醜
男
子

ぶ
お
と
こ

が
絶

世
の
美
人
に
惚ほ
れ
ら
れ
た
よ
う
に
喜
び
ま
す
。

「
意
識
の
連
続
」
の
う
ち
で
比
較
的
連
続
と
云
う
事
を
主
に
し
て
理
想
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
と
、
お
も
に
文
学
が
で
き
ま
す
。
比
較
的
意
識
そ
の
も
の
の

内
容
を
主
に
し
て
理
想
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
と
絵
画
が
成
立
し
ま
す
。
だ
か

ら
し
て
前
者
の
理
想
は
お
も
に
意
識
の
推
移
す
る
有
様
で
あ
ら
わ
れ
て
来
ま

す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
推
移
法
が
理
想
的
に
行
く
作
物
は
、
読
者
を
し
て
還

元
的
感
化
を
う
け
や
す
く
し
ま
す
。
こ
れ
を
動
の
還
元
的
感
化
と
云
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
後
者
の
理
想
は
お
も
に
意
識
の
停
留
す
る
有
様
で
あ
ら
わ
れ
て
来

ま
す
。
だ
か
ら
停
留
法
が
う
ま
く
行
く
と
、
す
な
わ
ち
意
識
が
停
留
し
た
い

と
こ
ろ
を
見
計
っ
て
、
そ
の
刹
那
せ
つ
な
を
捕
え
る
と
、
観
者
を
し
て
還
元
的
感
化

を
う
け
や
す
く
し
ま
す
。
こ
れ
を
静
の
還
元
的
感
化
と
云
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
こ
れ
は
重
な
る
傾
向
か
ら
文
学
と
絵
画
を
分
っ
た
ま
で
で
、
そ
の
実

は 

截  

然 

せ
つ
ぜ
ん

と
こ
う
云
う
区
別
は
で
き
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
し
ば
ら
く
こ
の
二

要
素
を
文
学
の
方
へ
か
た
め
て
申
し
ま
す
と
、
推
移
の
法
則
は
文
学
の
力
学

と
し
て
論
ず
べ
き
問
題
で
、  
逗    
留  

と
う
り
ゅ
う

の
状
態
は
文
学
の
材
料
と
し
て
考
え

る
べ
き
条
項
で
あ
り
ま
す
。
双
方
と
も
批
評
学
の
発
達
せ
ぬ
今
日
は
誰
も
手

を
着
け
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
、
研
究
の
余
地
は
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は

自
分
の
文
学
論
の
う
ち
に
、
不
完
全
な
が
ら
自
分
の
考
え
だ
け
は
述
べ
て
お
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き
ま
し
た
か
ら
、
御
参
考
を
願
い
ま
す
。
固もと
よ
り
新
た
に
開
拓
す
る
領
土
の

事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
参
考
に
な
る
ほ
ど
に
は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
あ
の
議
論
の
上
へ
上
へ
と
こ
れ
か
ら
の
人
が
、
新
知
識
を
積
ん
で

行
っ
て
、
私
の
疎
漏
そ
ろ
う
な
と
こ
ろ
を
補
い
、 

誤  

謬 

ご
び
ゅ
う

の
あ
る
と
こ
ろ
を
正
し
て

下
さ
っ
た
な
ら
ば
、
批
評
学
が
学
問
と
し
て
未
来
に
成
立
せ
ん
と
は
限
ら
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
あ
る
事
情
か
ら
重
に
創
作
の
方
を
や
る
考
え
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
向
後
こ
の
方
面
に
向
っ
て
、
ど
の
く
ら
い
の
貢
献
が
で
き

る
か
知
れ
ま
せ
ん
が
、
も
し
篤
実
な
学
者
が
あ
っ
て
、
鋭
意
に
そ
ち
ら
を
開

拓
し
て
行
か
れ
た
な
ら
ば
、
学
界
は
こ
の
人
の
た
め
に
大
い
な
る
利
益
を
享う

け
る
に
相
違
な
か
ろ
う
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　
最
後
に
一
言
を
加
え
ま
す
。
我
々
は
生
き
た
い
生
き
た
い
と
云
う
下げ
司す
な
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念
を
本
来
持
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
下
司
な  

了    

見  

り
ょ
う
け
ん

か
ら
し
て
、
物
我
の

区
別
を
立
て
ま
す
。
そ
う
し
て
い
か
な
る
意
識
の
連
続
を
得
ん
か
と
い
う
選

択
の
念
を
生
じ
、
こ
の
選
択
の
範
囲
が
広
ま
る
に
従
っ
て
一
種
の
理
想
を
生

じ
、
そ
の
理
想
が
分
岐
し
て
、
哲
学
者
（
ま
た
は
科
学
者
）
と
な
り
、
文
芸

家
と
な
り
実
行
家
と
な
り
、
そ
の
文
芸
家
が
ま
た
四
種
の
理
想
を
作
り
、
か

つ
こ
れ
を
分
岐
せ
し
め
て
、
各
自
に
各
自
の
欲
す
る
意
識
の
連
続
を
実
現
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
皆
い
か
に
し
て
存
在
せ
ん
か
の
生
活

問
題
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
し
て
何
を
や
ろ
う
と

け
っ
し
て
実
際
的
の
利
害
を
外はず
れ
た
こ
と
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

世
の
中
で
は
芸
術
家
と
か
文
学
家
と
か
云
う
も
の
を
閑
人

ひ
ま
じ
ん
と
号
し
て
、
何
か

い
ら
ざ
る
事
で
も
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
実
を
云
う
と
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芸
術
家
よ
り
も
文
学
家
よ
り
も
い
ら
ぬ
事
を
し
て
い
る
人
間
は
い
く
ら
で
も

あ
る
の
で
す
。
朝
か
ら
晩
ま
で
車
を
飛
ば
せ
て
馳か
け
廻
っ
て
い
る
連
中
の
う

ち
で
、
文
学
者
や
芸
術
家
よ
り
も
い
ら
ざ
る
事
を
し
て
い
る
連
中
が
い
く
ら

あ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
が
国
家
有
用
の
材
だ
な
ど
と
己
惚
う
ぬ
ぼ
れ
て
急

が
し
げ
に
生
存
上
十
人
前
く
ら
い
の
権
利
が
あ
る
か
の
ご
と
く
ふ
る
ま
っ
て

も
と
う
て
い
駄だ
目め
な
の
で
す
。
彼
ら
の
有
用
と
か
無
用
と
か
い
う
意
味
は
極

め
て
幼
稚
な
意
味
で
云
う
の
で
す
か
ら
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
怒
る
な
ら
、
怒

っ
て
も
よ
ろ
し
い
、
い
く
ら
怒
っ
て
も
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
怒
る
の
は
理
窟
り
く
つ

が
分
ら
ん
か
ら
怒
る
の
で
す
。
怒
る
よ
り
も
頭
を
下
げ
て
そ
の
訳
で
も
聞
き

に
来
た
ら
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
恐
れ
入
っ
て
聞
き
に
く
れ
ば
い
つ
で
も

教
え
て
や
っ
て
よ
ろ
し
い
。
　
　
私
な
ど
も
学
校
を
や
め
て
、 

縁  

側 

え
ん
が
わ

に
ご
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ろ
ご
ろ
昼
寝
ひ
る
ね
を
し
て
い
る
と
云
っ
て
、
友
達
が
み
ん
な
笑
い
ま
す
。
　
　
笑

う
の
じ
ゃ
な
い
、
実
は
羨
う
ら
やま
し
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
　
　
な
る
ほ
ど
昼

寝
は
致
し
ま
す
。
昼
寝
ば
か
り
で
は
な
い
、
朝
寝
も
宵
寝
よ
い
ね
も
致
し
ま
す
。
し

か
し
寝
な
が
ら
に
し
て
、
え
ら
い
理
想
で
も
実
現
す
る
方
法
を
考
え
た
ら
、

二
六
時
中
車
を
飛
ば
し
て
電
車
と
競
争
し
て
い
る
国
家
有
用
の
才
よ
り
え
ら

い
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
た
だ
寝
て
い
る
の
で
は
な
い
、
え
ら
い
事
を
考
え

よ
う
と
思
っ
て
寝
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
ま
だ
考
え
つ
か
な
い
だ

け
で
あ
る
。
な
か
な
か
も
っ
て
閑
人
で
は
な
い
。
諸
君
も
閑
人
で
は
な
い
。

閑
人
と
思
う
の
は
、
思
う
方
が
閑
人
で
あ
る
、
で
な
け
れ
ば
愚
人
で
あ
る
。

文
芸
家
は
閑
が
必
要
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
閑
人
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ま

人
と
云
う
の
は
世
の
中
に
貢
献
す
る
事
の
で
き
な
い
人
を
云
う
の
で
す
。
い
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か
に
生
き
て
し
か
る
べ
き
か
の
解
釈
を
与
え
て
、
平
民
に
生
存
の
意
義
を
教

え
る
事
の
で
き
な
い
人
を
云
う
の
で
す
。
こ
う
云
う
人
は
肩
で
呼い
吸き
を
し
て

働
い
て
い
た
っ
て
閑
人
で
す
。
文
芸
家
は
い
く
ら
縁
側
に
昼
寝
を
し
て
い
た

っ
て
閑
人
じ
ゃ
な
い
。
文
芸
家
の
ひ﹅
ま﹅
と
の
ら
く
ら
華
族
や
、
ず
ぼ
ら
金
持

の
ひ﹅
ま﹅
と
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
ち
ゃ
大
変
だ
。
だ
か
ら
芸
術
家
が
自
分
を
閑
人

と
考
え
る
よ
う
じ
ゃ
、
自
分
で
自
分
の
天
職
を
抛
な
げ
うつ
よ
う
な
も
の
で
、
御 

お
て
ん

天 

道 

様 

と
う
さ
ま

に
す
ま
な
い
事
に
な
り
ま
す
。
芸
術
家
は
ど
こ
ま
で
も
閑
人
じ
ゃ

な
い
と
き
め
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
い
く
ら
縁
側
に
昼
寝
を
し
て
も
閑
人

じ
ゃ
な
い
と
き
め
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
大
胆
に
ひ
ま

人
じ
ゃ
な
い
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
主
張
す
る
だ
け
の
確
信
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
言
葉
を
換か
え
て
云
う
と
い
か
に
し
て
活
き
べ
き
か
の
問
題
を
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解
釈
し
て
、
誰
が
何
と
云
っ
て
も
、
自
分
の
理
想
の
方
が
、
ず
っ
と
高
い
か

ら
、
ち
っ
と
も
動
か
な
い
、
驚
か
な
い
、
何
だ
人
生
の
意
義
も
理
想
も
わ
か

ら
ぬ
く
せ
に
、
生
意
気
を
云
う
な
と
超
然
と
構
え
る
だ
け
に
腹
が
で
き
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け
に
で
き
て
い
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
技
巧

が
あ
っ
て
も
、
書
い
た
も
の
に
品
位
が
な
い
。
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
書

い
た
ら
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
、
あ
あ
云
っ
た
ら
叱しか
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
、
び
く
び

く
し
て
筆
を
執と
る
か
ら
、
あ
の
男
は
腹
の
中
が
か
た
ま
っ
て
お
ら
ん
、
理
想

が 

生  

煮 

な
ま
に
え

だ
、
と
い
う
弱
点
が
書
物
の
上
に
見
え
透す
く
よ
う
に
写
っ
て
い
る
、

し
た
が
っ
て
い
か
に
も
意い
気く
地じ
が
な
い
。
い
く
ら
技
巧
が
あ
っ
た
っ
て
、
こ

れ
じ
ゃ
人
を
引
き
つ
け
る
こ
と
も
で
き
ん
、
い
わ
ん
や
感
化
を
や
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
い
わ
ん
や
還
元
的
感
化
を
や
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
文
芸
家
を
称
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し
て
閑
人
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
正
木
君
の
云
わ
れ
た
市
気
匠
気
と
云
う

の
は
、
か
か
る
閑
人
の
文
芸
家
に
着
い
て
廻
る
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に

我
々
に
必
要
な
の
は
理
想
で
あ
る
。
理
想
は
文
に
存
す
る
も
の
で
も
な
い
、

絵
に
存
す
る
も
の
で
も
な
い
、
理
想
を
有
し
て
い
る
人
間
に
着
い
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
技
巧
の
力
を
藉か
り
て
理
想
を
実
現
す
る
の
は
人
格

の
一
部
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
人
格
に
な
い
事
を
、
た
だ
句
を
綴つづ
り
章
を

繋つな
い
で
、
上
滑
り
の
す
る
よ
う
に
か
き
こ
な
し
た
っ
て
、
閑
人
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
俗
に
こ
れ
を
柄がら
に
な
い
と
申
し
ま
す
。
柄
に
な
い
事
は
、
や
っ
て
も
閑

人
で
や
ら
な
く
て
も
閑
人
だ
か
ら
、
や
ら
な
い
方
が
手
数
が
省
け
る
だ
け
得

に
な
り
ま
す
。
た
だ
新
し
い
理
想
か
、
深
い
理
想
か
、
広
い
理
想
が
あ
っ
て
、

こ
れ
を
世
の
中
に
実
現
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
世
の
中
が
馬
鹿
で
こ
れ
を
実
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現
さ
せ
な
い
時
に
、
技
巧
は
始
め
て
こ
の
人
の
た
め
至
大
な
用
を
な
す
の
で

あ
り
ま
す
。
一
般
の
世
が
自
分
が
実
世
界
に
お
け
る
発
展
を
妨
げ
る
時
、
自

分
の
理
想
は
技
巧
を
通
じ
て
文
芸
上
の
作
物
と
し
て
あ
ら
わ
る
る
ほ
か
に
路

が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
百
人
に
一
人
で
も
、
千
人
に
一
人
で
も
、

こ
の
作
物
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
以
上
に
意
識
の
連
続
に
お
い
て
一
致
す
る

な
ら
ば
、
一
歩
進
ん
で
全
然
そ
の
作
物
の
奥
よ
り
閃ひら
め
き
出
ず
る
真
と
善
と

美
と
壮
に
合
し
て
、
未
来
の
生
活
上
に
消
え
が
た
き 

痕  

跡 

こ
ん
せ
き

を
残
す
な
ら
ば
、

な
お
進
ん
で
還
元
的
感
化
の
妙
境
に
達
し
得
る
な
ら
ば
、
文
芸
家
の
精
神
気き

魄はく
は
無
形
の
伝
染
に
よ
り
、
社
会
の
大
意
識
に
影
響
す
る
が
故
に
、
永
久
の

生
命
を
人
類
内
面
の
歴
史
中
に
得
て
、
こ
こ
に
自
己
の
使
命
を
完
ま
っ
とう
し
た
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
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東
京
美
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学
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に
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い
て
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