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「 

侏  

儒 

し
ゅ
じ
ゅ

の
言
葉
」
の
序

「
侏
儒
の
言
葉
」
は
必
か
な
ら
ずし
も
わ
た
し
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
わ
た
し
の
思
想
の
変
化
を
時

々
窺
う
か
がわ
せ
る
の
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
一
本
の
草
よ
り
も
一
す
じ
の 

蔓  

草 

つ
る
く
さ

、
　
　
し
か
も
そ
の
蔓
草

は
幾
す
じ
も
蔓
を
伸
ば
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
星

　
太
陽
の
下
に
新
し
き
こ
と
な
し
と
は
古
人
の
道
破
し
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
新
し
い
こ
と
の
な
い
の

は
独
り
太
陽
の
下
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
天
文
学
者
の
説
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
星
群
を
発
し
た
光
は
我
我
の
地
球
へ
達
す
る
の
に
三
万
六
千

年
を
要
す
る
そ
う
で
あ
る
。
が
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
星
群
と
雖
い
え
ども
、
永
久
に
輝
い
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

何
時
か
一
度
は
冷
灰
の
よ
う
に
、
美
し
い
光
を
失
っ
て
し
ま
う
。
の
み
な
ら
ず
死
は
何
処
へ
行
っ
て
も
常

に
生
を
孕はら
ん
で
い
る
。
光
を
失
っ
た
ヘ
ラ
ク
レ
ス
星
群
も
無
辺
の
天
を
さ
ま
よ
う
内
に
、
都
合
の
好
い
機
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会
を
得
さ
え
す
れ
ば
、
一
団
の
星
雲
と
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
又
新
し
い
星
は
続
々
と
其
処

に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
宇
宙
の
大
に
比
べ
れ
ば
、
太
陽
も
一
点
の
燐
火
り
ん
か
に
過
ぎ
な
い
。
況
い
わ
んや
我
我
の
地
球
を
や
で
あ
る
。
し
か

し
遠
い
宇
宙
の
極
、
銀
河
の
ほ
と
り
に
起
っ
て
い
る
こ
と
も
、
実
は
こ
の
泥
団
の
上
に
起
っ
て
い
る
こ
と

と
変
り
は
な
い
。
生
死
は
運
動
の
方
則
の
も
と
に
、
絶
え
ず
循
環
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
云
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
天
上
に
散
在
す
る
無
数
の
星
に
も
多
少
の
同
情
を
禁
じ
得
な
い
。
い
や
、
明
滅
す
る
星
の

光
は
我
我
と
同
じ
感
情
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
詩
人
は
何
も
の

よ
り
も
先
に
高
々
と
真
理
を
う
た
い
上
げ
た
。

　
　
　
真
砂
ま
さ
ご
な
す
数
な
き
星
の
そ
の
中
に
吾われ
に
向
ひ
て
光
る
星
あ
り

　
し
か
し
星
も
我
我
の
よ
う
に
流
転
を
閲けみ
す
る
と
云
う
こ
と
は
　
　
兎と
に
角かく
退
屈
で
な
い
こ
と
は
あ
る
ま

い
。

　
　
　
鼻

　
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
曲
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
世
界
の
歴
史
は
そ
の
為
に
一
変
し
て
い
た
か
も
知
れ
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な
い
と
は
名
高
い
パ
ス
カ
ル
の
警
句
で
あ
る
。
し
か
し
恋
人
と
云
う
も
の
は
滅
多
に
実
相
を
見
る
も
の
で

は
な
い
。
い
や
、
我
我
の
自
己
欺
瞞
ぎ
ま
ん
は
一
た
び
恋
愛
に
陥
っ
た
が
最
後
、
最
も
完
全
に
行
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
ア
ン
ト
ニ
イ
も
そ
う
云
う
例
に
洩も
れ
ず
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
が
曲
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
努
め
て
そ

れ
を
見
ま
い
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
又
見
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
場
合
も
そ
の
短
所
を
補
う
べ
き
何
か
他
の
長

所
を
探
し
た
で
あ
ろ
う
。
何
か
他
の
長
所
と
云
え
ば
、
天
下
に
我
我
の
恋
人
位
、
無
数
の
長
所
を
具そな
え
た

女
性
は
一
人
も
い
な
い
の
に
相
違
な
い
。
ア
ン
ト
ニ
イ
も
き
っ
と
我
我
同
様
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
眼
と
か

唇
と
か
に
、
あ
り
余
る
償
い
を
見
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
又
例
の
「
彼
女
の
心
」
！
　
実
際
我
我
の

愛
す
る
女
性
は
古
往
今
来
飽
き
飽
き
す
る
程
、
素
ば
ら
し
い
心
の
持
ち
主
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
彼
女
の

服
装
と
か
、
或
は
彼
女
の
財
産
と
か
、
或
は
又
彼
女
の
社
会
的
地
位
と
か
、
　
　
そ
れ
ら
も
長
所
に
な
ら

な
い
こ
と
は
な
い
。
更
に
甚
し
い
場
合
を
挙
げ
れ
ば
、
以
前
或
名
士
に
愛
さ
れ
た
と
云
う
事
実
乃
至
な
い
し
風
評

さ
え
、
長
所
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
あ
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
は 

豪  

奢 

ご
う
し
ゃ

と
神
秘
と
に
充み

ち
満み
ち
た
エ
ジ
プ
ト
の
最
後
の
女
王
で
は
な
い
か
？
　
香
の
煙
の
立
ち
昇
る
中
に
、
冠
の
珠
玉
で
も
光
ら

せ
な
が
ら
、
蓮はす
の
花
か
何
か
弄
も
て
あ
そん
で
い
れ
ば
、
多
少
の
鼻
の
曲
り
な
ど
は
何
人
の
眼
に
も
触
れ
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
況
や
ア
ン
ト
ニ
イ
の
眼
を
や
で
あ
る
。
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こ
う
云
う
我
我
の
自
己
欺
瞞
は
ひ
と
り
恋
愛
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
は
多
少
の
相
違
さ
え
除

け
ば
、
大
抵
我
我
の
欲
す
る
ま
ま
に
、
い
ろ
い
ろ
実
相
を
塗
り
変
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
歯
科
医
の
看
板

に
し
て
も
、
そ
れ
が
我
我
の
眼
に
は
い
る
の
は
看
板
の
存
在
そ
の
も
の
よ
り
も
、
看
板
の
あ
る
こ
と
を
欲

す
る
心
、
　
　
牽ひ
い
て
は
我
々
の
歯
痛
で
は
な
い
か
？
　 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

我
我
の
歯
痛
な
ど
は
世
界
の
歴
史
に
は

没
交
渉
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
云
う
自
己
欺
瞞
は
民
心
を
知
り
た
が
る
政
治
家
に
も
、
敵
状
を
知
り
た

が
る
軍
人
に
も
、
或
は
又
財
況
を
知
り
た
が
る
実
業
家
に
も
同
じ
よ
う
に
き
っ
と
起
る
の
で
あ
る
。
わ
た

し
は
こ
れ
を
修
正
す
べ
き
理
智
の
存
在
を
否
み
は
し
な
い
。
同
時
に
又
百
般
の
人
事
を
統す
べ
る
「
偶
然
」

の
存
在
も
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
あ
ら
ゆ
る
熱
情
は
理
性
の
存
在
を
忘
れ
易
い
。
「
偶
然
」
は
云
わ

ば
神
意
で
あ
る
。
す
る
と
我
我
の
自
己
欺
瞞
は
世
界
の
歴
史
を
左
右
す
べ
き
、
最
も
永
久
な
力
か
も
知
れ

な
い
。

　
つ
ま
り
二
千
余
年
の
歴
史
は
眇
び
ょ
うた
る
一
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
鼻
の
如
何
に
依よ
っ
た
の
で
は
な
い
。
寧むし
ろ
地

上
に
遍
満
し
た
我
我
の
愚
昧
ぐ
ま
い
に
依
っ
た
の
で
あ
る
。
哂わら
う
べ
き
、
　
　
し
か
し
壮
厳
な
我
我
の
愚
昧
に
依

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
修
身
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道
徳
は
便
宜
の
異
名
で
あ
る
。
「
左
側
通
行
」
と
似
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
道
徳
の
与
え
た
る
恩
恵
は
時
間
と
労
力
と
の
節
約
で
あ
る
。
道
徳
の
与
え
る
損
害
は
完
全
な
る
良
心
の

麻ま
痺ひ
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
妄
み
だ
りに
道
徳
に
反
す
る
も
の
は
経
済
の
念
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
。
妄
に
道
徳
に
屈
す
る
も
の
は  

臆    

お
く
び
ょ

病  う
も
の
か
怠
け
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
我
我
を
支
配
す
る
道
徳
は
資
本
主
義
に
毒
さ
れ
た
封
建
時
代
の
道
徳
で
あ
る
。
我
我
は
殆
ほ
と
んど
損
害
の
外

に
、
何
の
恩
恵
に
も
浴
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
＊

　
強
者
は
道
徳
を  

蹂    

躙  

じ
ゅ
う
り
ん

す
る
で
あ
ろ
う
。
弱
者
は
又
道
徳
に
愛
撫
あ
い
ぶ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
の
迫
害

を
受
け
る
も
の
は
常
に
強
弱
の
中
間
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊
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道
徳
は
常
に
古
着
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
良
心
は
我
我
の 

口  

髭 

く
ち
ひ
げ

の
よ
う
に
年
齢
と
共
に
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
我
我
は
良
心
を
得
る
為
に
も

若
干
の
訓
練
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
一
国
民
の
九
割
強
は
一
生
良
心
を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
我
我
の
悲
劇
は
年
少
の
為
、
或
は
訓
練
の
足
り
な
い
為
、
ま
だ
良
心
を
捉とら
え
得
ぬ
前
に
、
破
廉
恥
漢
の

非
難
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
我
我
の
喜
劇
は
年
少
の
為
、
或
は
訓
練
の
足
り
な
い
為
、
破
廉
恥
漢
の
非
難
を
受
け
た
後
に
、
や
っ
と

良
心
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
良
心
と
は
厳
粛
な
る
趣
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
＊

　
良
心
は
道
徳
を
造
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
道
徳
は
未いま
だ
甞かつ
て
、
良
心
の
良
の
字
も
造
っ
た
こ
と
は
な
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い
。

　
　
　
　
＊

　
良
心
も
あ
ら
ゆ
る
趣
味
の
よ
う
に
、
病
的
な
る
愛
好
者
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
云
う
愛
好
者
は
十
中
八

九
、 

聡  
明 

そ
う
め
い

な
る
貴
族
か
富
豪
か
で
あ
る
。

　
　
　
好
悪

　
わ
た
し
は
古
い
酒
を
愛
す
る
よ
う
に
、
古
い
快
楽
説
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
の
行
為
を
決
す
る

も
の
は
善
で
も
な
け
れ
ば
悪
で
も
な
い
。
唯ただ
我
我
の
好
悪
で
あ
る
。
或
は
我
我
の
快
不
快
で
あ
る
。
そ
う

と
し
か
わ
た
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
で
は
な
ぜ
我
我
は
極
寒
の
天
に
も
、
将まさ
に
溺おぼ
れ
ん
と
す
る
幼
児
を
見
る
時
、
進
ん
で
水
に
入
る
の
で
あ

る
か
？
　
救
う
こ
と
を
快
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
水
に
入
る
不
快
を
避
け
、
幼
児
を
救
う
快
を
取
る

の
は
何
の
尺
度
に
依よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
？
　
よ
り
大
き
い
快
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
肉
体
的
快
不

快
と
精
神
的
快
不
快
と
は
同
一
の
尺
度
に
依
ら
ぬ
筈はず
で
あ
る
。
い
や
、
こ
の
二
つ
の
快
不
快
は
全
然
相
容
あ
い
い

れ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
寧むし
ろ 

鹹  

水 

か
ん
す
い

と
淡
水
と
の
よ
う
に
、
一
つ
に
融と
け
合あ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
現
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に
精
神
的
教
養
を
受
け
な
い
京
阪
辺
の
紳
士
諸
君
は
す
っ
ぽ
ん
の
汁
を
啜すす
っ
た
後
、
鰻
を
菜
に
飯
を
食
う

さ
え
、
無
上
の
快
に
数
え
て
い
る
で
は
な
い
か
？
　
且かつ
又
水
や
寒
気
な
ど
に
も
肉
体
的
享
楽
の
存
す
る
こ

と
は
寒
中
水
泳
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
間
の
消
息
を
疑
う
も
の
は
マ
ソ
ヒ
ズ
ム
の
場
合
を
考

え
る
が
好
い
。
あ
の
呪のろ
う
べ
き
マ
ソ
ヒ
ズ
ム
は
こ
う
云
う
肉
体
的
快
不
快
の
外
見
上
の
倒
錯
に
常
習
的
傾

向
の
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
或
は
柱
頭
の
苦
行
を
喜
び
、
或
は

火
裏
の
殉
教
を
愛
し
た  
基  

督  

教  
キ
リ
ス
ト
き
ょ
う

の
聖
人
た
ち
は
大
抵
マ
ソ
ヒ
ズ
ム
に
罹かか
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　
我
我
の
行
為
を
決
す
る
も
の
は
昔
の 

希 

臘 

人 

ギ
リ
シ
ア
じ
ん
の
云
っ
た
通
り
、
好
悪
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
我
我

は
人
生
の
泉
か
ら
、
最
大
の
味
を
汲く
み
取と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
『
パ
リ
サ
イ
の
徒
の
如
く
、
悲
し
き
面
も
ち

を
な
す
こ
と
勿なか
れ
。
』
耶や
蘇そ
さ
え
既
に
そ
う
云
っ
た
で
は
な
い
か
。
賢
人
と
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う  

荊    

蕀  

け
い
き
ょ
く

の
路
み
ち

に
も
、
薔ば
薇ら
の
花
を
咲
か
せ
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
侏
儒
の
祈
り

　
わ
た
し
は
こ
の
綵
衣
さ
い
い
を
纏まと
い
、
こ
の
筋
斗
き
ん
と
の
戯
を
献
じ
、
こ
の
太
平
を
楽
し
ん
で
い
れ
ば
不
足
の
な
い

 

侏  

儒 

し
ゅ
じ
ゅ

で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
わ
た
し
の
願
い
を
お
か
な
え
下
さ
い
ま
し
。
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ど
う
か
一
粒
の
米
す
ら
な
い
程
、
貧
乏
に
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。
ど
う
か
又  

熊    

掌  

ゆ
う
し
ょ
う

に
さ
え
飽
き
足

り
る
程
、
富
裕
に
も
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。

　
ど
う
か
採
桑
の
農
婦
す
ら
嫌
う
よ
う
に
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。
ど
う
か
又
後
宮
の
麗
人
さ
え
愛
す
る
よ

う
に
も
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。

　
ど
う
か  

菽    
麦  

し
ゅ
く
ば
く

す
ら
弁
ぜ
ぬ
程
、
愚
昧
ぐ
ま
い
に
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。
ど
う
か
又
雲
気
さ
え
察
す
る
程
、

 

聡  

明 

そ
う
め
い

に
も
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。

　
と
り
わ
け
ど
う
か
勇
ま
し
い
英
雄
に
し
て
下
さ
い
ま
す
な
。
わ
た
し
は
現
に
時
と
す
る
と
、
攀よ
じ
難
い

峯みね
の
頂
を
窮
め
、
越
え
難
い
海
の
浪なみ
を
渡
り
　
　
云
わ
ば
不
可
能
を
可
能
に
す
る
夢
を
見
る
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
う
云
う
夢
を
見
て
い
る
時
程
、
空
恐
し
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
竜
と
闘
う
よ

う
に
、
こ
の
夢
と
闘
う
の
に
苦
し
ん
で
居
り
ま
す
。
ど
う
か
英
雄
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
　
　
英
雄
の
志
を
起

さ
ぬ
よ
う
に
力
の
な
い
わ
た
し
を
お
守
り
下
さ
い
ま
し
。

　
わ
た
し
は
こ
の
春
酒
に
酔
い
、
こ
の
金
鏤
き
ん
る
の
歌
を
誦
し
ょ
うし
、
こ
の
好
日
を
喜
ん
で
い
れ
ば
不
足
の
な
い
侏

儒
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
神
秘
主
義

11



　
神
秘
主
義
は
文
明
の
為
に
衰
退
し
去
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
文
明
は
神
秘
主
義
に
長
足
の
進
歩
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
。

　
古
人
は
我
々
人
間
の
先
祖
は
ア
ダ
ム
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
と
云
う
意
味
は
創
世
記
を
信
じ
て
い
た

と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
今
人
は
既
に
中
学
生
さ
え
、
猿
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
と
云
う
意
味
は
ダ
ア
ウ

イ
ン
の
著
書
を
信
じ
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
書
物
を
信
ず
る
こ
と
は
今
人
も
古
人
も
変
り

は
な
い
。
そ
の
上
古
人
は
少
く
と
も
創
世
記
に
目
を
曝さ
ら
し
て
い
た
。
今
人
は
少
数
の
専
門
家
を
除
き
、

ダ
ア
ウ
イ
ン
の
著
書
も
読
ま
ぬ
癖
に
、 

恬  

然 

て
ん
ぜ
ん

と
そ
の
説
を
信
じ
て
い
る
。
猿
を
先
祖
と
す
る
こ
と
は
エ

ホ
バ
の
息
吹
き
の
か
か
っ
た
土
、
　
　
ア
ダ
ム
を
先
祖
と
す
る
こ
と
よ
り
も
、
光
彩
に
富
ん
だ
信
念
で
は

な
い
。
し
か
も
今
人
は
悉
こ
と
ご
と
くこ
う
云
う
信
念
に
安
ん
じ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
進
化
論
ば
か
り
で
は
な
い
。
地
球
は
円
い
と
云
う
こ
と
さ
え
、
ほ
ん
と
う
に
知
っ
て
い
る
も
の

は
少
数
で
あ
る
。
大
多
数
は
何
時
か
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
円
い
と
一
図
に
信
じ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。

な
ぜ
円
い
か
と
問
い
つ
め
て
見
れ
ば
、
上
愚
は
総
理
大
臣
か
ら
下
愚
は
腰
弁
に
至
る
迄
、
説
明
の
出
来
な

い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
次
ぎ
に
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
今
人
は
誰
も
古
人
の
よ
う
に
幽
霊
の
実
在
を
信
ず
る
も
の
は
な
い
。
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し
か
し
幽
霊
を
見
た
と
云
う
話
は
未
い
ま
だに
時
々
伝
え
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
話
を
信
じ
な
い
の
か
？
　
幽

霊
な
ど
を
見
る
者
は
迷
信
に
囚とら
わ
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
迷
信
に
捉
わ
れ
て
い
る
の
か
？
　

幽
霊
な
ど
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
云
う
今
人
の
論
法
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

循
環
論
法
に
過
ぎ
な
い
。

　
況
い
わ
んや
更
に
こ
み
入
っ
た
問
題
は
全
然
信
念
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
。
我
々
は
理
性
に
耳
を
借
さ
な
い
。

い
や
、
理
性
を
超
越
し
た
何
物
か
の
み
に
耳
を
借
す
の
で
あ
る
。
何
物
か
に
、
　
　
わ
た
し
は
「
何
物
か
」

と
云
う
以
前
に
、
ふ
さ
わ
し
い
名
前
さ
え
発
見
出
来
な
い
。
も
し
強
い
て
名
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
薔ば
薇ら
と

か
魚
と
か 

蝋  

燭 

ろ
う
そ
く

と
か
、
象
徴
を
用
う
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
我
々
の
帽
子
で
も
好
い
。
我
々
は

羽
根
の
つ
い
た
帽
子
を
か
ぶ
ら
ず
、
ソ
フ
ト
や
中
折
を
か
ぶ
る
よ
う
に
、
祖
先
の
猿
だ
っ
た
こ
と
を
信
じ
、

幽
霊
の
実
在
し
な
い
こ
と
を
信
じ
、
地
球
の
円
い
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
も
し
嘘うそ
と
思
う
人
は
日
本
に
於

け
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
、
或
は
そ
の
相
対
性
原
理
の
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
が
好
い
。
あ
れ

は
神
秘
主
義
の
祭
で
あ
る
。
不
可
解
な
る
荘
厳
の
儀
式
で
あ
る
。
何
の
為
に
熱
狂
し
た
の
か
は
「
改
造
」

社
主
の
山
本
氏
さ
え
知
ら
な
い
。

　
す
る
と
偉
大
な
る
神
秘
主
義
者
は
ス
ウ
エ
デ
ン
ボ
ル
グ
だ
の
ベ
エ
メ
だ
の
で
は
な
い
。
実
は
我
々
文
明

の
民
で
あ
る
。
同
時
に
又
我
々
の
信
念
も
三
越
の
飾
り
窓
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
我
々
の
信
念
を
支
配

す
る
も
の
は
常
に
捉
え
難
い
流
行
で
あ
る
。
或
は
神
意
に
似
た
好
悪
で
あ
る
。
実
際
又
西
施
せ
い
し
や  

竜  

陽  

り
ゅ
う
よ
う
く
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君  ん
の
祖
先
も
や
は
り
猿
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
多
少
の
満
足
を
与
え
な
い
で
も
な
い
。

　
　
　
自
由
意
志
と
宿
命
と

　
兎と
に
角かく
宿
命
を
信
ず
れ
ば
、
罪
悪
な
る
も
の
の
存
在
し
な
い
為
に
懲
罰
と
云
う
意
味
も
失
わ
れ
る
か
ら
、

罪
人
に
対
す
る
我
我
の
態
度
は
寛
大
に
な
る
の
に
相
違
な
い
。
同
時
に
又
自
由
意
志
を
信
ず
れ
ば
責
任
の

観
念
を
生
ず
る
為
に
、
良
心
の
麻ま
痺ひ
を
免
れ
る
か
ら
、
我
我
自
身
に
対
す
る
我
我
の
態
度
は
厳
粛
に
な
る

の
に
相
違
な
い
。
で
は
い
ず
れ
に
従
お
う
と
す
る
の
か
？

　
わ
た
し
は
恬
然
と
答
え
た
い
。
半
ば
は
自
由
意
志
を
信
じ
、
半
ば
は
宿
命
を
信
ず
べ
き
で
あ
る
。
或
は

半
ば
は
自
由
意
志
を
疑
い
、
半
ば
は
宿
命
を
疑
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
と
云
え
ば
我
我
は
我
我
に
負
わ
さ

れ
た
宿
命
に
よ
り
、
我
我
の
妻
を
娶めと
っ
た
で
は
な
い
か
？
　
同
時
に
又
我
我
は
我
我
に
恵
ま
れ
た
自
由
意

志
に
よ
り
、
必
ず
し
も
妻
の
注
文
通
り
、
羽
織
や
帯
を
買
っ
て
や
ら
ぬ
で
は
な
い
か
？

　
自
由
意
志
と
宿
命
と
に
関
ら
ず
、
神
と
悪
魔
、
美
と
醜
、
勇
敢
と 

怯  

懦 

き
ょ
う
だ

、
理
性
と
信
仰
、
　
　
そ
の

他
あ
ら
ゆ
る 

天  

秤 

て
ん
び
ん

の
両
端
に
は
こ
う
云
う
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
古
人
は
こ
の
態
度
を
中
庸
と
呼

ん
だ
。
中
庸
と
は
英
吉
利
語

イ
ギ
リ
ス
ご

の good sense 

で
あ
る
。
わ
た
し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
グ
ッ
ド
セ
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ン
ス
を
待
た
な
い
限
り
、
如
何
な
る
幸
福
も
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
し
そ
れ
で
も
得
ら
れ
る
と
す
れ

ば
、
炎
天
に
炭
火
を
擁よう
し
た
り
、
大
寒
に
団
扇
う
ち
わ
を
揮ふる
っ
た
り
す
る
痩や
せ
我
慢
の
幸
福
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
小
児

　
軍
人
は
小
児
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
英
雄
ら
し
い
身
振
を
喜
ん
だ
り
、
所
謂
光
栄
を
好
ん
だ
り
す
る
の

は
今
更
此
処
に
云
う
必
要
は
な
い
。
機
械
的
訓
練
を
貴
ん
だ
り
、
動
物
的
勇
気
を
重
ん
じ
た
り
す
る
の
も

小
学
校
に
の
み
見
得
る
現
象
で
あ
る
。 

殺  

戮 

さ
つ
り
く

を
何
と
も
思
わ
ぬ
な
ど
は
一
層
小
児
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な

い
。
殊
に
小
児
と
似
て
い
る
の
は
喇
叭
ら
っ
ぱ
や
軍
歌
に
皷
舞
さ
れ
れ
ば
、
何
の
為
に
戦
う
か
も
問
わ
ず
、 

欣  

き
ん
ぜ

然 ん
と
敵
に
当
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
故
に
軍
人
の
誇
り
と
す
る
も
の
は
必
ず
小
児
の
玩
具
に
似
て
い
る
。 

緋  

縅 

ひ
お
ど
し

の
鎧
よ
ろ
いや 

鍬  

形 

く
わ
が
た

の
兜
か
ぶ
と

は
成
人
の
趣
味
に
か
な
っ
た
者
で
は
な
い
。
勲
章
も
　
　
わ
た
し
に
は
実
際
不
思
議
で
あ
る
。
な
ぜ
軍
人

は
酒
に
も
酔
わ
ず
に
、
勲
章
を
下
げ
て
歩
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
？

　
　
　
武
器
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正
義
は
武
器
に
似
た
も
の
で
あ
る
。
武
器
は
金
を
出
し
さ
え
す
れ
ば
、
敵
に
も
味
方
に
も
買
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
正
義
も
理
窟
を
つ
け
さ
え
す
れ
ば
、
敵
に
も
味
方
に
も
買
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
来
「
正
義

の
敵
」
と
云
う
名
は
砲
弾
の
よ
う
に
投
げ
か
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
修
辞
に
つ
り
こ
ま
れ
な
け
れ
ば
、
ど
ち

ら
が
ほ
ん
と
う
の
「
正
義
の
敵
」
だ
か
、
滅
多
に
判
然
し
た
た
め
し
は
な
い
。

　
日
本
人
の
労
働
者
は
単
に
日
本
人
と
生
ま
れ
た
が
故
に
、
パ
ナ
マ
か
ら
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
は

正
義
に
反
し
て
い
る
。
亜ア
米メ
利リ
加カ
は
新
聞
紙
の
伝
え
る
通
り
、
「
正
義
の
敵
」
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
支
那
人
の
労
働
者
も
単
に
支
那
人
と
生
ま
れ
た
が
故
に
、 

千  

住 

せ
ん
じ
ゅ

か
ら
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ

れ
も
正
義
に
反
し
て
い
る
。
日
本
は
新
聞
紙
の
伝
え
る
通
り
、
　
　
い
や
、
日
本
は
二
千
年
来
、
常
に

「
正
義
の
味
方
」
で
あ
る
。
正
義
は
ま
だ
日
本
の
利
害
と
一
度
も
矛
盾
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
武
器
そ
れ
自
身
は
恐
れ
る
に
足
り
な
い
。
恐
れ
る
の
は
武
人
の 

技  

倆 

ぎ
り
ょ
う

で
あ
る
。
正
義
そ
れ
自
身
も
恐

れ
る
に
足
り
な
い
。
恐
れ
る
の
は 

煽 

動 

家 

せ
ん
ど
う
か

の
雄
弁
で
あ
る
。
武
后
ぶ
こ
う
は
人
天
を
顧
み
ず
、
冷
然
と
正
義
を

  

蹂    

躙  

じ
ゅ
う
り
ん

し
た
。
し
か
し 

李 

敬 

業 

り
け
い
ぎ
ょ
う
の
乱
に
当
り
、 
駱 
賓 

王 
ら
く
ひ
ん
の
う
の
檄げき
を
読
ん
だ
時
に
は
色
を
失
う
こ
と
を

免
れ
な
か
っ
た
。
「
一
抔
土
未
乾
　
六
尺
孤
安
在
」
の
双
句
は
天
成
の
デ
マ
ゴ
オ
ク
を
待
た
な
い
限
り
、

発
し
得
な
い
名
言
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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わ
た
し
は
歴
史
を
翻
え
す
度
に
、
遊
就
館
を
想おも
う
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
過
去
の
廊
下
に
は
薄
暗
い
中

に
さ
ま
ざ
ま
の
正
義
が
陳
列
し
て
あ
る
。
青
竜
刀
に
似
て
い
る
の
は  

儒    

教  

じ
ゅ
き
ょ
う

の
教
え
る
正
義
で
あ
ろ
う
。

騎
士
の
槍やり
に
似
て
い
る
の
は  

基  

督  

教  

キ
リ
ス
ト
き
ょ
う

の
教
え
る
正
義
で
あ
ろ
う
。
此
処
に
太
い 

棍  

棒 

こ
ん
ぼ
う

が
あ
る
。
こ

れ
は
社
会
主
義
者
の
正
義
で
あ
ろ
う
。
彼
処
に
房
の
つ
い
た
長
剣
が
あ
る
。
あ
れ
は
国
家
主
義
者
の
正
義

で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
そ
う
云
う
武
器
を
見
な
が
ら
、
幾
多
の
戦
い
を
想
像
し
、
お
の
ず
か
ら
心
悸
し
ん
き
の
高

ま
る
こ
と
が
あ
る
、
し
か
し
ま
だ
幸
か
不
幸
か
、
わ
た
し
自
身
そ
の
武
器
の
一
つ
を
執と
り
た
い
と
思
っ
た

記
憶
は
な
い
。

　
　
　
尊
王

　
十
七
世
紀
の
仏
蘭
西

フ
ラ
ン
ス

の
話
で
あ
る
。
或
日 D

uc de B
ourgogne 

が 

〔A
bbe' C

hoisy

〕 

に
こ
ん
な
こ
と

を
尋
ね
た
。
シ
ャ
ル
ル
六
世
は
気
違
い
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
を  

婉    

曲  

え
ん
き
ょ
く

に
伝
え
る
為
に
は
、
何
と
云
え

ば
好
い
の
で
あ
ろ
う
？
　
ア
ベ
は
言
下
に
返
答
し
た
。
「
わ
た
し
な
ら
ば
唯ただ
こ
う
申
し
ま
す
。
シ
ャ
ル
ル

六
世
は
気
違
い
だ
っ
た
と
。
」
ア
ベ
・
シ
ョ
ア
ズ
イ
は
こ
の
答
を
一
生
の
冒
険
の
中
に
数
え
、
後
の
ち
ま

で
も
自
慢
に
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
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十
七
世
紀
の
仏
蘭
西
は
こ
う
云
う
逸
話
の
残
っ
て
い
る
程
、
尊
王
の
精
神
に
富
ん
で
い
た
と
云
う
。
し

か
し
二
十
世
紀
の
日
本
も
尊
王
の
精
神
に
富
ん
で
い
る
こ
と
は
当
時
の
仏
蘭
西
に
劣
ら
な
そ
う
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、
　
　 

欣  

幸 

き
ん
こ
う

の
至
り
に
堪
え
な
い
。

　
　
　
創
作

　
芸
術
家
は
何
時
も
意
識
的
に
彼
の
作
品
を
作
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
品
そ
の
も
の
を
見
れ
ば
、

作
品
の
美
醜
の
一
半
は
芸
術
家
の
意
識
を
超
越
し
た
神
秘
の
世
界
に
存
し
て
い
る
。
一
半
？
　
或
は
大
半

と
云
っ
て
も
好
い
。

　
我
我
は
妙
に
問
う
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
の
魂
は
お
の
ず
か
ら
作
品
に
露
あ
ら
わる

る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
一
刀
一
拝
し
た
古
人
の
用
意
は
こ
の
無
意
識
の
境
に
対
す
る
畏い
怖ふ
を
語
っ
て
は
い

な
い
で
あ
ろ
う
か
？

　
創
作
は
常
に
冒
険
で
あ
る
。 

所  

詮 

し
ょ
せ
ん

は
人
力
を
尽
し
た
後
、
天
命
に
委ま
か
せ
る
よ
り
仕
方
は
な
い
。

　
　
少
時
学
語
苦
難
円
　
唯
道
工
夫
半
未
全

　
　
到
老
始
知
非
力
取
　
三
分
人
事
七
分
天
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趙  

甌  

北  

ち
ょ
う
お
う
ほ
く

の
「
論
詩
」
の
七
絶
は
こ
の
間
の
消
息
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
妙
に
底
の
知

れ
な
い
凄すご
み
を
帯
び
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
我
我
も
金
を
欲
し
が
ら
な
け
れ
ば
、
又
名
聞
を
好
ま
な
け
れ

ば
、
最
後
に
殆
ほ
と
んど
病
的
な
創
作
熱
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
、
こ
の
無
気
味
な
芸
術
な
ど
と
格
闘
す
る
勇
気
は

起
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
鑑
賞

　
芸
術
の
鑑
賞
は
芸
術
家
自
身
と
鑑
賞
家
と
の
協
力
で
あ
る
。
云
わ
ば
鑑
賞
家
は
一
つ
の
作
品
を
課
題
に

彼
自
身
の
創
作
を
試
み
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
故
に
如
何
な
る
時
代
に
も
名
声
を
失
わ
な
い
作
品
は
必

ず
種
々
の
鑑
賞
を
可
能
に
す
る
特
色
を
具そな
え
て
い
る
。
し
か
し
種
々
の
鑑
賞
を
可
能
に
す
る
と
云
う
意
味

は
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
云
う
よ
う
に
、
何
処
か 

曖  

昧 

あ
い
ま
い

に
出
来
て
い
る
為
、
ど
う
云
う
解
釈
を
加

え
る
の
も
た
や
す
い
と
云
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
寧むし
ろ
廬
山
ろ
ざ
ん
の 

峯  

々 

み
ね
み
ね

の
よ
う
に
、
種
々
の
立
ち
場
か

ら
鑑
賞
さ
れ
得
る
多
面
性
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
古
典
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古
典
の
作
者
の
幸
福
な
る
所
以
ゆ
え
ん
は
兎と
に
角かく
彼
等
の
死
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
我
我
の
　
　
或
は
諸
君
の
幸
福
な
る
所
以
も
兎
に
角
彼
等
の
死
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
幻
滅
し
た
芸
術
家

　
或
一
群
の
芸
術
家
は
幻
滅
の
世
界
に
住
し
て
い
る
。
彼
等
は
愛
を
信
じ
な
い
。
良
心
な
る
も
の
を
も
信

じ
な
い
。
唯
昔
の
苦
行
者
の
よ
う
に
無
何
有
の
砂
漠
を
家
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
は
成
程
気
の
毒
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
美
し
い 

蜃 

気 

楼 

し
ん
き
ろ
う

は
砂
漠
の
天
に
の
み
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
百
般
の
人
事
に
幻
滅
し

た
彼
等
も
大
抵
芸
術
に
は
幻
滅
し
て
い
な
い
。
い
や
、
芸
術
と
云
い
さ
え
す
れ
ば
、
常
人
の
知
ら
な
い
金

色
の
夢
は
忽
た
ち
まち
空
中
に
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
も
実
は
思
い
の
外
、
幸
福
な
瞬
間
を
持
た
ぬ
訣わけ
で
は

な
い
。
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告
白

　
完
全
に
自
己
を
告
白
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
同
時
に
又
自
己
を
告
白
せ
ず
に

は
如
何
な
る
表
現
も
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ル
ッ
ソ
オ
は
告
白
を
好
ん
だ
人
で
あ
る
。
し
か
し
赤
裸
々
の
彼
自
身
は 

懺 

悔 

録 

ざ
ん
げ
ろ
く

の
中
に
も
発
見
出
来

な
い
。
メ
リ
メ
は
告
白
を
嫌
っ
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
「
コ
ロ
ン
バ
」
は 

隠  

約 

い
ん
や
く

の
間
に
彼
自
身
を
語
っ

て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
所
詮
告
白
文
学
と
そ
の
他
の
文
学
と
の
境
界
線
は
見
か
け
ほ
ど
は
っ
き
り

は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
人
生

　
　
　
　
　
　
石
黒
定
一
君
に
　
　

　
も
し 

游  

泳 

ゆ
う
え
い

を
学
ば
な
い
も
の
に
泳
げ
と
命
ず
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
何
人
も
無
理
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
。

も
し
又
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
学
ば
な
い
も
の
に
駈か
け
ろ
と
命
ず
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
理
不
尽
だ
と
思
わ
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ざ
る
を
得
ま
い
。
し
か
し
我
我
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
こ
う
云
う
莫ば
迦か
げ
た
命
令
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
我
我
は
母
の
胎
内
に
い
た
時
、
人
生
に
処
す
る
道
を
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
？
　
し
か
も
胎
内
を
離
れ
る

が
早
い
か
、
兎
に
角
大
き
い
競
技
場
に
似
た
人
生
の
中
に
踏
み
入
る
の
で
あ
る
。 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

游
泳
を
学
ば
な

い
も
の
は
満
足
に
泳
げ
る
理
窟
は
な
い
。
同
様
に
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
学
ば
な
い
も
の
は
大
抵
人
後
に
落
ち
そ

う
で
あ
る
。
す
る
と
我
我
も
創
痍
そ
う
い
を
負
わ
ず
に
人
生
の
競
技
場
を
出
ら
れ
る
筈はず
は
な
い
。

　
成
程
世
人
は
云
う
か
も
知
れ
な
い
。
「
前
人
の
跡
を
見
る
が
好
い
。
あ
そ
こ
に
君
た
ち
の
手
本
が
あ
る
」

と
。
し
か
し
百
の 

游 

泳 

者 

ゆ
う
え
い
し
ゃ
や
千
の
ラ
ン
ナ
ア
を
眺
め
た
に
し
ろ
、
忽
た
ち
まち
游
泳
を
覚
え
た
り
、
ラ
ン
ニ
ン

グ
に
通
じ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
そ
の
游
泳
者
は
悉
こ
と
ご
とく
水
を
飲
ん
で
お
り
、
そ
の
又
ラ

ン
ナ
ア
は
一
人
残
ら
ず
競
技
場
の
土
に
ま
み
れ
て
い
る
。
見
給
え
、
世
界
の
名
選
手
さ
へ
大
抵
は
得
意
の

微
笑
の
か
げ
に
渋
面
を
隠
し
て
い
る
で
は
な
い
か
？

　
人
生
は
狂
人
の
主
催
に
成
っ
た
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
大
会
に
似
た
も
の
で
あ
る
。
我
我
は
人
生
と
闘
い
な
が

ら
、
人
生
と
闘
う
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
云
う
ゲ
エ
ム
の
莫ば
迦か
莫ば
迦か
し
さ
に
憤
慨
を
禁
じ
得
な

い
も
の
は
さ
っ
さ
と 

埒  

外 

ら
ち
が
い

に
歩
み
去
る
が
好
い
。
自
殺
も
亦
確
か
に
一
便
法
で
あ
る
。
し
か
し
人
生
の

競
技
場
に
踏
み
止
ま
り
た
い
と
思
う
も
の
は
創
痍
を
恐
れ
ず
に
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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又

　
人
生
は
一
箱
の
マ
ッ
チ
に
似
て
い
る
。
重
大
に
扱
う
の
は
莫
迦
莫
迦
し
い
。
重
大
に
扱
わ
な
け
れ
ば
危

険
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
人
生
は
落
丁
の
多
い
書
物
に
似
て
い
る
。
一
部
を
成
す
と
は
称
し
難
い
。
し
か
し
兎と
に
角かく
一
部
を
成
し

て
い
る
。

　
　
　
或
自
警
団
員
の
言
葉

　
さ
あ
、
自
警
の
部
署
に
就つ
こ
う
。
今
夜
は
星
も
木
木
の
梢
こ
ず
えに
涼
し
い
光
を
放
っ
て
い
る
。
微
風
も
そ
ろ

そ
ろ
通
い
出
し
た
ら
し
い
。
さ
あ
、
こ
の
籐とう
の
長
椅
子

な
が
い
す

に
寝
こ
ろ
び
、
こ
の
一
本
の
マ
ニ
ラ
に
火
を
つ
け
、
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夜
も
す
が
ら
気
楽
に
警
戒
し
よ
う
。
も
し
喉のど
の
渇
い
た
時
に
は
水
筒
の
ウ
イ
ス
キ
イ
を
傾
け
れ
ば
好
い
。

幸
い
ま
だ
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
チ
ョ
コ
レ
エ
ト
の
棒
も
残
っ
て
い
る
。

　
聴
き
給
え
、
高
い
木
木
の
梢
に
何
か
寝
鳥
の
騒
い
で
い
る
の
を
。
鳥
は
今
度
の
大
地
震
に
も
困
る
と
云

う
こ
と
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
我
人
間
は
衣
食
住
の
便
宜
を
失
っ
た
為
に
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
を

味
わ
っ
て
い
る
。
い
や
、
衣
食
住
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
一
杯
の
シ
ト
ロ
ン
の
飲
め
ぬ
為
に
も
少
か
ら
ぬ
不

自
由
を
忍
ん
で
い
る
。
人
間
と
云
う
二
足
の
獣
は
何
と
云
う
情
け
な
い
動
物
で
あ
ろ
う
。
我
我
は
文
明
を

失
っ
た
が
最
後
、
そ
れ
こ
そ
風
前
の
灯
火
の
よ
う
に 

覚  

束 

お
ぼ
つ
か

な
い
命
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
見
給
え
。

鳥
は
も
う
静
か
に
寐ね
入い
っ
て
い
る
。
羽
根
蒲
団
ぶ
と
ん
や
枕
ま
く
らを
知
ら
ぬ
鳥
は
！

　
鳥
は
も
う
静
か
に
寝
入
っ
て
い
る
。
夢
も
我
我
よ
り
安
ら
か
で
あ
ろ
う
。
鳥
は
現
在
に
の
み
生
き
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
我
我
人
間
は
過
去
や
未
来
に
も
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
云
う
意
味
は
悔
恨
や
憂

慮
の
苦
痛
を
も
甞な
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
殊
に
今
度
の
大
地
震
は
ど
の
位
我
我
の
未
来
の
上
へ
寂
し
い
暗

黒
を
投
げ
か
け
た
で
あ
ろ
う
。
東
京
を
焼
か
れ
た
我
我
は
今
日
の
餓うえ
に
苦
し
み
乍なが
ら
、
明
日
の
餓
に
も
苦

し
ん
で
い
る
。
鳥
は
幸
い
に
こ
の
苦
痛
を
知
ら
ぬ
、
い
や
、
鳥
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
三
世
の
苦
痛

を
知
る
も
の
は
我
我
人
間
の
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
小
泉
八
雲
は
人
間
よ
り
も
蝶
に
な
り
た
い
と
云
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
蝶
　
　
と
云
え
ば
あ
の
蟻
を
見
給
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え
。
も
し
幸
福
と
云
う
こ
と
を
苦
痛
の
少
な
い
こ
と
の
み
と
す
れ
ば
、
蟻
も
亦
我
我
よ
り
は
幸
福
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
我
我
人
間
は
蟻
の
知
ら
ぬ
快
楽
を
も
心
得
て
い
る
。
蟻
は
破
産
や
失
恋
の
為
に
自
殺
を
す

る
患
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
我
我
と
同
じ
よ
う
に
楽
し
い
希
望
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
僕
は

未
だ
に
覚
え
て
い
る
。
月
明
り
の
仄ほの
め
い
た 

洛  

陽 

ら
く
よ
う

の
廃
都
に
、 

李 

太 

白 

り
た
い
は
く

の
詩
の
一
行
さ
え
知
ら
ぬ
無

数
の
蟻
の
群
を
憐
あ
わ
れん
だ
こ
と
を
！

　
し
か
し
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、
　
　
ま
あ
、
哲
学
は
や
め
に
し
給
え
。
我
我
は
兎
に
角
あ
そ
こ
へ

来
た
蟻
と
大
差
の
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
だ
け
で
も
確
か
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
ら
し

い
感
情
の
全
部
は
一
層
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
は
唯ただ
冷
然
と
我
我
の
苦
痛
を
眺
め
て
い
る
。

我
我
は
互
に
憐
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
況
い
わ
んや 

殺  

戮 

さ
つ
り
く

を
喜
ぶ
な
ど
は
、
　
　
尤
も
っ
とも
相
手
を
絞
め
殺
す
こ
と

は
議
論
に
勝
つ
よ
り
も
手
軽
で
あ
る
。

　
我
我
は
互
に
憐
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の 

厭 

世 

観 

え
ん
せ
い
か
ん
の
我
我
に
与
え
た
教
訓
も

こ
う
云
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

　
夜
は
も
う
十
二
時
を
過
ぎ
た
ら
し
い
。
星
も 

相 
不 
変 

あ
い
か
わ
ら
ず
頭
の
上
に
涼
し
い
光
を
放
っ
て
い
る
。
さ
あ
、

君
は
ウ
イ
ス
キ
イ
を
傾
け
給
え
。
僕
は
長
椅
子
に
寐
こ
ろ
ん
だ
ま
ま
チ
ョ
コ
レ
エ
ト
の
棒
で
も
噛かじ
る
こ
と

に
し
よ
う
。
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地
上
楽
園

　
地
上
楽
園
の
光
景
は
屡
し
ば
し
ば詩
歌
に
も
う
た
わ
れ
て
い
る
。
が
、
わ
た
し
は
ま
だ
残
念
な
が
ら
、
そ
う
云
う

詩
人
の
地
上
楽
園
に
住
み
た
い
と
思
っ
た
覚
え
は
な
い
。 

基  

督  

教  

徒 

キ
リ
ス
ト
き
ょ
う
と

の
地
上
楽
園
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

退
屈

な
る
パ
ノ
ラ
マ
で
あ
る
。
黄
老
の
学
者
の
地
上
楽
園
も
つ
ま
り
は
索
漠
と
し
た
支
那
料
理
屋
に
過
ぎ
な
い
。

況
ん
や
近
代
の
ユ
ウ
ト
ピ
ア
な
ど
は
　
　
ウ
イ
ル
ヤ
ム
・
ジ
ェ
エ
ム
ス
の 

戦  

慄 

せ
ん
り
つ

し
た
こ
と
は
何
び
と
の

記
憶
に
も
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
た
し
の
夢
み
て
い
る
地
上
楽
園
は
そ
う
云
う
天
然
の
温
室
で
は
な
い
。
同
時
に
又
そ
う
云
う
学
校
を

兼
ね
た
食
糧
や
衣
服
の
配
給
所
で
も
な
い
。
唯
此
処
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
両
親
は
子
供
の
成
人
と
共
に
必

ず
息
を
引
取
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
男
女
の
兄
弟
は
た
と
い
悪
人
に
生
ま
れ
る
に
も
し
ろ
、
莫
迦
に
は

決
し
て
生
ま
れ
な
い
結
果
、
少
し
も
迷
惑
を
か
け
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
女
は
妻
と
な
る
や
否

や
、
家
畜
の
魂
を
宿
す
為
に
従
順
そ
の
も
の
に
変
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
子
供
は
男
女
を
問
わ
ず
、
両

親
の
意
志
や
感
情
通
り
に
、
一
日
の
う
ち
に
何
回
で
も
聾
と
唖
と
腰
ぬ
け
と
盲
目
と
に
な
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
甲
の
友
人
は
乙
の
友
人
よ
り
も
貧
乏
に
な
ら
ず
、
同
時
に
又
乙
の
友
人
は
甲
の
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友
人
よ
り
も
金
持
ち
に
な
ら
ず
、
互
い
に
相
手
を
褒
め
合
う
こ
と
に
無
上
の
満
足
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
　
　
ざ
っ
と
こ
う
云
う
処
を
思
え
ば
好
い
。

　
こ
れ
は
何
も
わ
た
し
一
人
の
地
上
楽
園
た
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
時
に
又
天
下
に
充
満
し
た
善
男
善

女
の
地
上
楽
園
で
あ
る
。
唯
古
来
の
詩
人
や
学
者
は
そ
の
金
色
の 

瞑  

想 

め
い
そ
う

の
中
に
こ
う
云
う
光
景
を
夢
み

な
か
っ
た
。
夢
み
な
か
っ
た
の
は
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
う
云
う
光
景
は
夢
み
る
に
さ
え
、
余
り
に

真
実
の
幸
福
に
溢あふ
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
附
記
　
わ
た
し
の
甥
は
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
肖
像
画
を
買
う
こ
と
を
夢
み
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
小
遣
い

を
十
円
貰
う
こ
と
は
夢
み
て
い
な
い
。
こ
れ
も
十
円
の
小
遣
い
は
余
り
に
真
実
の
幸
福
に
溢
れ
す
ぎ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
暴
力

　
人
生
は
常
に
複
雑
で
あ
る
。
複
雑
な
る
人
生
を
簡
単
に
す
る
も
の
は
暴
力
よ
り
外
に
あ
る
筈
は
な
い
。

こ
の
故
に
往
往
石
器
時
代
の
脳
髄
し
か
持
た
ぬ
文
明
人
は
論
争
よ
り
殺
人
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
亦
権
力
も
畢
竟
は
パ
テ
ン
ト
を
得
た
暴
力
で
あ
る
。
我
我
人
間
を
支
配
す
る
為
に
も
、
暴
力
は
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常
に
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
又
必
要
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
「
人
間
ら
し
さ
」

　
わ
た
し
は
不
幸
に
も
「
人
間
ら
し
さ
」
に
礼
拝
す
る
勇
気
は
持
っ
て
い
な
い
。
い
や
、
屡
「
人
間
ら
し

さ
」
に 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

を
感
ず
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
又
常
に
「
人
間
ら
し
さ
」
に
愛
を
感
ず
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
愛
を
？
　
　
或
は
愛
よ
り
も 

憐  

憫 

れ
ん
び
ん

か
も
知
れ
な
い
。
が
、
兎
に
角
「
人
間
ら
し
さ
」

に
も
動
か
さ
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
生
は
到
底
住
す
る
に
堪
え
な
い
精
神
病
院
に
変
り
そ
う

で
あ
る
。Sw

ift 

の
畢つい
に
発
狂
し
た
の
も
当
然
の
結
果
と
云
う
外
は
な
い
。

　
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
発
狂
す
る
少
し
前
に
、
梢
こ
ず
えだ
け
枯
れ
た
木
を
見
な
が
ら
、
「
お
れ
は
あ
の
木
と
よ
く
似

て
い
る
。
頭
か
ら
先
に
参
る
の
だ
」
と
呟
つ
ぶ
やい
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
思
い
出
す
度
に

い
つ
も 

戦  

慄 

せ
ん
り
つ

を
伝
え
ず
に
は
置
か
な
い
。
わ
た
し
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
ほ
ど
頭
の
好
い
一
代
の
鬼
才
に
生
ま

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
ひ
そ
か
に
幸
福
に
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
椎
の
葉
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完
全
に
幸
福
に
な
り
得
る
の
は
白
痴
に
の
み
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
る
。
如
何
な
る
楽
天
主
義
者
に
も

せ
よ
、
笑
顔
に
終
始
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
い
や
、
も
し
真
に
楽
天
主
義
な
る
も
の
の
存

在
を
許
し
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
唯ただ
如
何
に
幸
福
に
絶
望
す
る
か
と
云
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。

「
家いへ
に
あ
れ
ば
笥け
に
も
る
飯いひ
を
草
ま
く
ら
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
も
る
」
と
は
行
旅
の
情
を
う
た
っ
た

ば
か
り
で
は
な
い
。
我
我
は
常
に
「
あ
り
た
い
」
も
の
の
代
り
に
「
あ
り
得
る
」
も
の
と
妥
協
す
る
の
で

あ
る
。
学
者
は
こ
の
椎
の
葉
に
さ
ま
ざ
ま
の
美
名
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
無
遠
慮
に
手
に
取
っ
て
見

れ
ば
、
椎
の
葉
は
い
つ
も
椎
の
葉
で
あ
る
。

　
椎
の
葉
の
椎
の
葉
た
る
を
歎たん
ず
る
の
は
椎
の
葉
の
笥
た
る
を
主
張
す
る
よ
り
も
確
か
に
尊
敬
に
価
し
て

い
る
。
し
か
し
椎
の
葉
の
椎
の
葉
た
る
を
一
笑
し
去
る
よ
り
も
退
屈
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
生
涯
同
一
の

歎
を
繰
り
返
す
こ
と
に
倦う
ま
な
い
の
は 

滑  
稽 

こ
っ
け
い

で
あ
る
と
共
に
不
道
徳
で
あ
る
。
実
際
又
偉
大
な
る 

厭  

え
ん
せ

世 い
主
義
者
は
渋
面
ば
か
り
作
っ
て
は
い
な
い
。
不
治
の
病
を
負
っ
た
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
さ
え
、
時
に
は
蒼あお

ざ
め
た
薔ば
薇ら
の
花
に
寂
し
い
頬
笑
ほ
ほ
え
み
を
浮
べ
て
い
る
。
…
…

　
追
記
　
不
道
徳
と
は
過
度
の
異
名
で
あ
る
。
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仏
陀

　 
悉 
達 
多 

し
っ
た
る
た

は
王
城
を
忍
び
出
た
後
六
年
の
間
苦
行
し
た
。
六
年
の
間
苦
行
し
た
所
以
ゆ
え
ん
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

王
城
の

生
活
の 
豪  
奢 

ご
う
し
ゃ

を
極
め
て
い
た
祟たた
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
は
ナ
ザ
レ
の
大
工
の
子
は
、
四
十
日
の
断

食
し
か
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
悉
達
多
は 

車  

匿 

し
ゃ
の
く

に
馬ば
轡ひ
を
執と
ら
せ
、
潜ひそ
か
に
王
城
を
後
ろ
に
し
た
。
が
、
彼
の
思
弁
癖
は
屡
し
ば
し
ば彼
を
メ

ラ
ン
コ
リ
ア
に
沈
ま
し
め
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
王
城
を
忍
び
出
た
後
、
ほ
っ
と
一
息
つ
い
た

も
の
は
実
際
将
来
の
釈
迦
無
二
仏

し
ゃ
か
む
に
ぶ
つ
だ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
彼
の
妻
の
耶や
輸す
陀だ
羅ら
だ
っ
た
か
、
容
易
に
断
定

は
出
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
又
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悉
達
多
は
六
年
の
苦
行
の
後
、 

菩 

提 

樹 

ぼ
だ
い
じ
ゅ

下
に  

正    

覚  

し
ょ
う
が
く

に
達
し
た
。
彼
の
成
道
の
伝
説
は
如
何
に
物

質
の
精
神
を
支
配
す
る
か
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
水
浴
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら 

乳  

糜 

に
ゅ
う
び

を
食
し

て
い
る
。
最
後
に
難
陀
婆
羅

な
ん
だ
ば
ら

と
伝
え
ら
れ
る
牧
牛
の
少
女
と
話
し
て
い
る
。

　
　
　
政
治
的
天
才

　
古
来
政
治
的
天
才
と
は
民
衆
の
意
志
を
彼
自
身
の
意
志
と
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
。
が
、

こ
れ
は
正
反
対
で
あ
ろ
う
。
寧むし
ろ
政
治
的
天
才
と
は
彼
自
身
の
意
志
を
民
衆
の
意
志
と
す
る
も
の
の
こ
と

を
云
う
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
民
衆
の
意
志
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
ぜ
し
め
る
も
の
を
云
う
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
政
治
的
天
才
は
俳
優
的
天
才
を
伴
う
ら
し
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
荘
厳
と
滑
稽
と
の
差
は
僅わず
か

に
一
歩
で
あ
る
」
と
云
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
帝
王
の
言
葉
と
云
う
よ
り
も
名
優
の
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
そ
う

で
あ
る
。

　
　
　
又
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民
衆
は
大
義
を
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
政
治
的
天
才
は
常
に
大
義
そ
の
も
の
に
は
一
文
の
銭
を
も

抛なげ
うた
な
い
も
の
で
あ
る
。
唯
民
衆
を
支
配
す
る
為
に
は
大
義
の
仮
面
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し

一
度
用
い
た
が
最
後
、
大
義
の
仮
面
は
永
久
に
脱
す
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
又
強
い
て
脱

そ
う
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
政
治
的
天
才
も
忽
た
ち
まち
非
命
に
仆たお
れ
る
外
は
な
い
。
つ
ま
り
帝
王
も
王
冠
の
為

に
お
の
ず
か
ら
支
配
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
政
治
的
天
才
の
悲
劇
は
必
ず
喜
劇
を
も
兼
ね

ぬ
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
昔
仁
和
寺

に
ん
な
じ

の
法
師
の
鼎
か
な
えを
か
ぶ
っ
て
舞
っ
た
と
云
う
「
つ
れ
づ
れ
草
」
の
喜

劇
を
も
兼
ね
ぬ
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
恋
は
死
よ
り
も
強
し

「
恋
は
死
よ
り
も
強
し
」
と
云
う
の
は
モ
オ
パ
ス
サ
ン
の
小
説
に
も
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
が
、
死
よ
り
も

強
い
も
の
は
勿
論
天
下
に
恋
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
チ
ブ
ス
の
患
者
な
ど
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
一
つ

食
っ
た
為
に
知
れ
切
っ
た
往
生
を
遂
げ
た
り
す
る
の
は
食
慾
も
死
よ
り
は
強
い
証
拠
で
あ
る
。
食
慾
の
外

に
も
数
え
挙
げ
れ
ば
、
愛
国
心
と
か
、
宗
教
的
感
激
と
か
、
人
道
的
精
神
と
か
、
利
慾
と
か
、
名
誉
心
と

か
、
犯
罪
的
本
能
と
か
　
　
ま
だ
死
よ
り
も
強
い
も
の
は
沢
山
あ
る
の
に
相
違
な
い
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
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情
熱
は
死
よ
り
も
強
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
（
勿
論
死
に
対
す
る
情
熱
は
例
外
で
あ
る
。
）
且か
つ
又
恋

は
そ
う
云
う
も
の
の
う
ち
で
も
、
特
に
死
よ
り
も
強
い
か
ど
う
か
、
迂
濶
う
か
つ
に
断
言
は
出
来
な
い
ら
し
い
。

一
見
、
死
よ
り
も
強
い
恋
と
見み
做な
さ
れ
易
い
場
合
さ
え
、
実
は
我
我
を
支
配
し
て
い
る
の
は
仏
蘭
西
人

フ
ラ
ン
ス
じ
ん
の

 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

ボ
ヴ
ァ
リ
ス
ム
で
あ
る
。
我
我
自
身
を
伝
奇
の
中
の
恋
人
の
よ
う
に
空
想
す
る
ボ
ヴ
ァ
リ
イ
夫
人

以
来
の
感
傷
主
義
で
あ
る
。

　
　
　
地
獄

　
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
。
地
獄
の
与
え
る
苦
し
み
は
一
定
の
法
則
を
破
っ
た
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
ば
餓
鬼
道
の
苦
し
み
は
目
前
の
飯
を
食
お
う
と
す
れ
ば
飯
の
上
に
火
の
燃
え
る
た
ぐ
い
で
あ
る
。

し
か
し
人
生
の
与
え
る
苦
し
み
は
不
幸
に
も
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
目
前
の
飯
を
食
お
う
と
す
れ
ば
、

火
の
燃
え
る
こ
と
も
あ
る
と
同
時
に
、
又
存
外
楽
楽
と
食
い
得
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず

楽
楽
と
食
い
得
た
後
さ
え
、
腸
加
太
児

ち
ょ
う
カ
タ
ル
の
起
る
こ
と
も
あ
る
と
同
時
に
、
又
存
外
楽
楽
と
消
化
し
得
る
こ

と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
云
う
無
法
則
の
世
界
に
順
応
す
る
の
は
何
び
と
に
も
容
易
に
出
来
る
も
の
で

は
な
い
。
も
し
地
獄
に
堕お
ち
た
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
必
ず
咄
嗟
と
っ
さ
の
間
に
餓
鬼
道
の
飯
も
掠かす
め
得
る
で
あ
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ろ
う
。
況
い
わ
んや
針
の
山
や
血
の
池
な
ど
は
二
三
年
其
処
に
住
み
慣
れ
さ
え
す
れ
ば
格
別  

跋    

渉  

ば
っ
し
ょ
う

の
苦
し
み

を
感
じ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
筈はず
で
あ
る
。

　
　
　
醜
聞

　
公
衆
は
醜
聞
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。 

白  

蓮  

事  

件 

び
ゃ
く
れ
ん
じ
け
ん

、
有
島
事
件
、
武
者
小
路
事
件
　
　
公
衆
は
如

何
に
こ
れ
ら
の
事
件
に
無
上
の
満
足
を
見
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
公
衆
は
醜
聞
を
　
　
殊
に
世
間

に
名
を
知
ら
れ
た
他
人
の
醜
聞
を
愛
す
る
の
で
あ
ろ
う
？
　
グ
ル
モ
ン
は
こ
れ
に
答
え
て
い
る
。
　
　

「
隠
れ
た
る
自
己
の
醜
聞
も
当
り
前
の
よ
う
に
見
せ
て
く
れ
る
か
ら
。
」

　
グ
ル
モ
ン
の
答
は
中あた
っ
て
い
る
。
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
醜
聞
さ
え
起
し
得
な
い
俗

人
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
名
士
の
醜
聞
の
中
に
彼
等
の 

怯  

懦 
き
ょ
う
だ

を
弁
解
す
る
好
個
の
武
器
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

同
時
に
又
実
際
に
は
存
し
な
い
彼
等
の
優
越
を
樹
立
す
る
、
好
個
の
台
石
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
「
わ
た

し
は
白
蓮
女
史
ほ
ど
美
人
で
は
な
い
。
し
か
し
白
蓮
女
史
よ
り
も
貞
淑
で
あ
る
。
」
「
わ
た
し
は
有
島
氏

ほ
ど
才
子
で
は
な
い
。
し
か
し
有
島
氏
よ
り
も
世
間
を
知
っ
て
い
る
。
」
「
わ
た
し
は
武
者
小
路
氏
ほ
ど

…
…
」
　
　
公
衆
は
如
何
に
こ
う
云
っ
た
後
、
豚
の
よ
う
に
幸
福
に
熟
睡
し
た
で
あ
ろ
う
。
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又

　
天
才
の
一
面
は
明
ら
か
に
醜
聞
を
起
し
得
る
才
能
で
あ
る
。

　
　
　
輿
論

　
輿
論
よ
ろ
ん
は
常
に
私
刑
で
あ
り
、
私
刑
は
又
常
に
娯
楽
で
あ
る
。
た
と
い
ピ
ス
ト
ル
を
用
う
る
代
り
に
新
聞

の
記
事
を
用
い
た
と
し
て
も
。

　
　
　
又

　
輿
論
の
存
在
に
価
す
る
理
由
は
唯ただ
輿
論
を  

蹂    
躙  

じ
ゅ
う
り
ん

す
る
興
味
を
与
え
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
敵
意
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敵
意
は
寒
気
と
選
ぶ
所
は
な
い
。
適
度
に
感
ず
る
時
は 

爽  

快 

そ
う
か
い

で
あ
り
、
且かつ
又
健
康
を
保
つ
上
に
は
何

び
と
に
も
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
ユ
ウ
ト
ピ
ア

　
完
全
な
る
ユ
ウ
ト
ピ
ア
の
生
れ
な
い
所
以
ゆ
え
ん
は
大
体
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
人
間
性
そ
の
も
の
を
変
え

な
い
と
す
れ
ば
、
完
全
な
る
ユ
ウ
ト
ピ
ア
の
生
ま
れ
る
筈はず
は
な
い
。
人
間
性
そ
の
も
の
を
変
え
る
と
す
れ

ば
、
完
全
な
る
ユ
ウ
ト
ピ
ア
と
思
っ
た
も
の
も
忽
た
ち
まち
不
完
全
に
感
ぜ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
危
険
思
想

　
危
険
思
想
と
は
常
識
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

　
　
　
悪
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芸
術
的
気
質
を
持
っ
た
青
年
の
「
人
間
の
悪
」
を
発
見
す
る
の
は
誰
よ
り
も
遅
い
の
を
常
と
し
て
い
る
。

　
　
　
二
宮
尊
徳

　
わ
た
し
は
小
学
校
の
読
本
の
中
に
二
宮
尊
徳
の
少
年
時
代
の
大
書
し
て
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
貧

家
に
人
と
な
っ
た
尊
徳
は
昼
は
農
作
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
夜
は
草
鞋
わ
ら
じ
を
造
っ
た
り
、
大
人
の
よ
う
に
働

き
な
が
ら
、
健
気
け
な
げ
に
も
独
学
を
つ
づ
け
て
行
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る 

立 

志 

譚 

り
っ
し
た
ん

の
よ
う
に
　
　

と
云
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
通
俗
小
説
の
よ
う
に
、
感
激
を
与
え
易
い
物
語
で
あ
る
。
実
際
又
十
五
歳
に
足
ら

ぬ
わ
た
し
は
尊
徳
の
意
気
に
感
激
す
る
と
同
時
に
、
尊
徳
ほ
ど
貧
家
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
不
仕
合

せ
の
一
つ
に
さ
え
考
え
て
い
た
。
…
…

　
け
れ
ど
も
こ
の
立
志
譚
は
尊
徳
に
名
誉
を
与
え
る
代
り
に
、
当
然
尊
徳
の
両
親
に
は
不
名
誉
を
与
え
る

物
語
で
あ
る
。
彼
等
は
尊
徳
の
教
育
に 

寸  

毫 

す
ん
ご
う

の
便
宜
を
も
与
え
な
か
っ
た
。
い
や
、
寧むし
ろ
与
え
た
も
の

は  

障    

碍  

し
ょ
う
が
い

ば
か
り
だ
っ
た
位
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
親
た
る
責
任
上
、
明
ら
か
に
恥
辱
と
云
わ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
我
々
の
両
親
や
教
師
は
無
邪
気
に
も
こ
の
事
実
を
忘
れ
て
い
る
。
尊
徳
の
両
親
は
酒
飲
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み
で
も
或
は
又
博
奕
ば
く
ち
打
ち
で
も
好
い
。
問
題
は
唯
尊
徳
で
あ
る
。
ど
う
云
う
艱 

難 

辛 

苦 

か
ん
な
ん
し
ん
く

を
し
て
も
独
学

を
廃
さ
な
か
っ
た
尊
徳
で
あ
る
。
我
我
少
年
は
尊
徳
の
よ
う
に
勇
猛
の
志
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
わ
た
し
は
彼
等
の
利
己
主
義
に
驚
嘆
に
近
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
成
程
彼
等
に
は
尊
徳
の
よ
う
に
下

男
を
も
兼
ね
る
少
年
は
都
合
の
好
い
息
子
に
違
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
後
年
声
誉
を
博
し
、
大
い
に
父
母

の
名
を
顕あら
わ
し
た
り
す
る
の
は
好
都
合
の
上
に
も
好
都
合
で
あ
る
。
し
か
し
十
五
歳
に
足
ら
ぬ
わ
た
し
は

尊
徳
の
意
気
に
感
激
す
る
と
同
時
に
、
尊
徳
ほ
ど
貧
家
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
不
仕
合
せ
の
一
つ
に

さ
え
考
え
て
い
た
。
丁
度
鎖
に
繋つな
が
れ
た
奴
隷
の
も
っ
と
太
い
鎖
を
欲
し
が
る
よ
う
に
。

　
　
　
奴
隷

　
奴
隷
廃
止
と
云
う
こ
と
は
唯
奴
隷
た
る
自
意
識
を
廃
止
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
我
我
の
社
会
は
奴

隷
な
し
に
は
一
日
も
安
全
を
保
し
難
い
ら
し
い
。
現
に
あ
の
プ
ラ
ト
オ
ン
の
共
和
国
さ
え
、
奴
隷
の
存
在

を
予
想
し
て
い
る
の
は
必
ず
し
も
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
又
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暴
君
を
暴
君
と
呼
ぶ
こ
と
は
危
険
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
が
、
今
日
は
暴
君
以
外
に
奴
隷
を
奴
隷
と

呼
ぶ
こ
と
も
や
は
り
甚
だ
危
険
で
あ
る
。

　
　
　
悲
劇

　
悲
劇
と
は
み
ず
か
ら
羞は
ず
る
所
業
を
敢あえ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
故
に
万
人
に
共
通

す
る
悲
劇
は 

排  

泄 

は
い
せ
つ

作
用
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
強
弱

　
強
者
と
は
敵
を
恐
れ
ぬ
代
り
に
友
人
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
撃
に
敵
を
打
ち
倒
す
こ
と
に
は
何
の

 

痛  

痒 

つ
う
よ
う

も
感
じ
な
い
代
り
に
、
知し
ら
ず
識し
ら
ず
友
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
は
児
女
に
似
た
恐
怖
を
感
ず
る

も
の
で
あ
る
。

　
弱
者
と
は
友
人
を
恐
れ
ぬ
代
り
に
、
敵
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
又
至
る
処
に
架
空
の
敵
ば
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か
り
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
Ｓ
・
Ｍ
の
智
慧

　
こ
れ
は
友
人
Ｓ
・
Ｍ
の
わ
た
し
に
話
し
た
言
葉
で
あ
る
。

　
弁
証
法
の
功
績
。
　
　 

所  

詮 
し
ょ
せ
ん

何
も
の
も
莫ば
迦か
げ
て
い
る
と
云
う
結
論
に
到
達
せ
し
め
た
こ
と
。

　
少
女
。
　
　
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も 

清  

冽 

せ
い
れ
つ

な
浅
瀬
。

　
早
教
育
。
　
　
ふ
む
、
そ
れ
も
結
構
だ
。
ま
だ
幼
稚
園
に
い
る
う
ち
に
智
慧
の
悲
し
み
を
知
る
こ
と
に

は
責
任
を
持
つ
こ
と
に
も
当
ら
な
い
か
ら
ね
。

　
追
憶
。
　
　
地
平
線
の
遠
い
風
景
画
。
ち
ゃ
ん
と
仕
上
げ
も
か
か
っ
て
い
る
。

　
女
。
　
　
メ
リ
イ
・
ス
ト
オ
プ
ス
夫
人
に
よ
れ
ば
女
は
少
く
と
も
二
週
間
に
一
度
、
夫
に
情
欲
を
感
ず

る
ほ
ど
貞
節
に
出
来
て
い
る
も
の
ら
し
い
。

　
年
少
時
代
。
　
　
年
少
時
代
の 

憂  

欝 

ゆ
う
う
つ

は
全
宇
宙
に
対
す
る  

驕    

慢  

き
ょ
う
ま
ん

で
あ
る
。

　
艱
難
汝
な
ん
じを
玉
に
す
。
　
　
艱
難
汝
を
玉
に
す
る
と
す
れ
ば
、
日
常
生
活
に
、
思
慮
深
い
男
は
到
底
玉
に

な
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
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我
等
如
何
に
生
く
べ
き
乎か
。
　
　
未
知
の
世
界
を
少
し
残
し
て
置
く
こ
と
。

　
　
　
社
交

　
あ
ら
ゆ
る
社
交
は
お
の
ず
か
ら
虚
偽
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
寸
毫
の
虚
偽
を
も
加
え
ず
、

我
我
の
友
人
知
己
に
対
す
る
我
我
の
本
心
を
吐
露
す
る
と
す
れ
ば
、
古
い
に
しえ
の 

管  

鮑 

か
ん
ぽ
う

の
交
り
と
雖
い
え
ども
破
綻
は
た
ん

を
生
ぜ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
管
鮑
の
交
り
は
少
時
問
わ
ず
、
我
我
は
皆
多
少
に
も
せ
よ
、
我

我
の
親
密
な
る
友
人
知
己
を
憎
悪
し
或
は 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
て
い
る
。
が
、
憎
悪
も
利
害
の
前
に
は 

鋭  

鋒 

え
い
ほ
う

を
収

め
る
の
に
相
違
な
い
。
且かつ
又
軽
蔑
は
多
々
益
々 

恬  

然 

て
ん
ぜ
ん

と
虚
偽
を
吐
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
我

我
の
友
人
知
己
と
最
も
親
密
に
交
る
為
め
に
は
、
互
に
利
害
と
軽
蔑
と
を
最
も
完
全
に
具そな
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
こ
れ
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

何
び
と
に
も
甚
だ
困
難
な
る
条
件
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
我
我
は
と
う
の
昔
に

礼
譲
に
富
ん
だ
紳
士
に
な
り
、
世
界
も
亦
と
う
の
昔
に
黄
金
時
代
の
平
和
を
現
出
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
瑣
事
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人
生
を
幸
福
に
す
る
為
に
は
、
日
常
の
瑣さ
事じ
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
雲
の
光
り
、
竹
の
戦そよ
ぎ
、
群む

     
雀   
ら
す
ず
め

の
声
、
行
人
の
顔
、
　
　
あ
ら
ゆ
る
日
常
の
瑣
事
の
中
に
無
上
の
甘
露
味
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
人
生
を
幸
福
に
す
る
為
に
は
？
　
　
し
か
し
瑣
事
を
愛
す
る
も
の
は
瑣
事
の
為
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
庭
前
の
古
池
に
飛
び
こ
ん
だ
蛙
は
百
年
の
愁
を
破
っ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
古
池
を
飛
び
出
し
た
蛙

は
百
年
の
愁
を
与
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
芭
蕉
の
一
生
は
享
楽
の
一
生
で
あ
る
と
共
に
、
誰
の
目

に
も
受
苦
の
一
生
で
あ
る
。
我
我
も
微
妙
に
楽
し
む
為
に
は
、
や
は
り
又
微
妙
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
人
生
を
幸
福
に
す
る
為
に
は
、
日
常
の
瑣さ
事じ
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
雲
の
光
り
、
竹
の
戦そよ
ぎ
、

  

群    

雀  

む
ら
す
ず
め

の
声
、
行
人
の
顔
、
　
　
あ
ら
ゆ
る
日
常
の
瑣
事
の
中
に
堕
地
獄
の
苦
痛
を
感
じ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。

　
　
　
神

　
あ
ら
ゆ
る
神
の
属
性
中
、
最
も
神
の
為
に
同
情
す
る
の
は
神
に
は
自
殺
の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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又

　
我
我
は
神
を
罵
殺
す
る
無
数
の
理
由
を
発
見
し
て
い
る
。
が
、
不
幸
に
も
日
本
人
は
罵
殺
す
る
の
に
価

い
す
る
ほ
ど
、
全
能
の
神
を
信
じ
て
い
な
い
。

　
　
　
民
衆

　
民
衆
は
穏
健
な
る
保
守
主
義
者
で
あ
る
。
制
度
、
思
想
、
芸
術
、
宗
教
、
　
　
何
も
の
も
民
衆
に
愛
さ

れ
る
為
に
は
、
前
時
代
の
古
色
を
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

民
衆
芸
術
家
の
民
衆
の
為
に
愛
さ
れ

な
い
の
は
必
ず
し
も
彼
等
の
罪
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
　
　
又

　
民
衆
の
愚
を
発
見
す
る
の
は
必
ず
し
も
誇
る
に
足
る
こ
と
で
は
な
い
。
が
、
我
我
自
身
も
亦
民
衆
で
あ
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る
こ
と
を
発
見
す
る
の
は
兎と
も
角かく
も
誇
る
に
足
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
古
人
は
民
衆
を
愚
に
す
る
こ
と
を
治
国
の
大
道
に
数
え
て
い
た
。
丁
度
ま
だ
こ
の
上
に
も
愚
に
す
る
こ

と
の
出
来
る
よ
う
に
。
　
　
或
は
又
ど
う
か
す
れ
ば
賢
に
で
も
す
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
に
。

　
　
　
チ
エ
ホ
フ
の
言
葉

　
チ
エ
ホ
フ
は
そ
の
手
記
の
中
に
男
女
の
差
別
を
論
じ
て
い
る
。
　
　
「
女
は
年
を
と
る
と
共
に
、
益
々

女
の
事
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
男
は
年
を
と
る
と
共
に
、
益
々
女
の
事
か
ら
離
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
し
か
し
こ
の
チ
エ
ホ
フ
の
言
葉
は
男
女
と
も
年
を
と
る
と
共
に
、
お
の
ず
か
ら
異
性
と
の
交
渉
に
立
ち

入
ら
な
い
と
云
う
の
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
歳
の
童
児
と
雖
い
え
ども
と
う
に
知
っ
て
い
る
こ
と
と
云

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
の
み
な
ら
ず
男
女
の
差
別
よ
り
も
寧むし
ろ
男
女
の
無
差
別
を
示
し
て
い
る
も
の
と
云

わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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服
装

　
少
く
と
も
女
人
の
服
装
は
女
人
自
身
の
一
部
で
あ
る
。
啓
吉
の
誘
惑
に
陥
ら
な
か
っ
た
の
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

道

念
に
も
依よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
彼
を
誘
惑
し
た
女
人
は
啓
吉
の
妻
の
借
着
を
し
て
い
る
。
も
し
借
着

を
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
啓
吉
も
さ
ほ
ど
楽
々
と
は
誘
惑
の
外
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な

い
。

　
註
　
菊
池
寛
氏
の
「
啓
吉
の
誘
惑
」
を
見
よ
。

　
　
　
処
女
崇
拝

　
我
我
は
処
女
を
妻
と
す
る
為
に
ど
の
位
妻
の
選
択
に 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

な
る
失
敗
を
重
ね
て
来
た
か
、
も
う
そ
ろ

そ
ろ
処
女
崇
拝
に
は
背
中
を
向
け
て
も
好
い
時
分
で
あ
る
。

　
　
　
又
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処
女
崇
拝
は
処
女
た
る
事
実
を
知
っ
た
後
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
卒
直
な
る
感
情
よ
り
も
零
細

な
る
知
識
を
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
処
女
崇
拝
者
は
恋
愛
上
の 

衒 

学 

者 

げ
ん
が
く
し
ゃ
と
云
わ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
処
女
崇
拝
者
の
何
か
厳
然
と
構
え
て
い
る
の
も
或
は
偶
然
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
又

　
勿
論
処
女
ら
し
さ
崇
拝
は
処
女
崇
拝
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
同
義
語
と
す
る
も
の
は
恐
ら

く
女
人
の
俳
優
的
才
能
を
余
り
に
軽
々
に
見
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
礼
法

　
或
女
学
生
は
わ
た
し
の
友
人
に
こ
う
云
う
事
を
尋
ね
た
そ
う
で
あ
る
。

「
一
体 

接  

吻 

せ
っ
ぷ
ん

を
す
る
時
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
あ
い
て
い
る

も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
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あ
ら
ゆ
る
女
学
校
の
教
課
の
中
に
恋
愛
に
関
す
る
礼
法
の
な
い
の
は
わ
た
し
も
こ
の
女
学
生
と
共
に
甚

だ
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
貝
原
益
軒

　
わ
た
し
は
や
は
り
小
学
時
代
に 

貝  

原  

益  

軒 

か
い
ば
ら
え
き
け
ん

の
逸
事
を
学
ん
だ
。
益
軒
は
嘗かつ
て
乗
合
船
の
中
に
一
人

の
書
生
と
一
し
ょ
に
な
っ
た
。
書
生
は
才
力
に
誇
っ
て
い
た
と
見
え
、 

滔  

々 

と
う
と
う

と
古
今
の
学
芸
を
論
じ
た
。

が
、
益
軒
は
一
言
も
加
え
ず
、
静
か
に
傾
聴
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の
内
に
船
は
岸
に
泊
し
た
。
船
中

の
客
は
別
れ
る
の
に
臨
ん
で
姓
名
を
告
げ
る
の
を
例
と
し
て
い
た
。
書
生
は
始
め
て
益
軒
を
知
り
、
こ
の

一
代
の
大
儒
の
前
に
忸
怩
じ
く
じ
と
し
て
先
刻
の
無
礼
を
謝
し
た
。
　
　
こ
う
云
う
逸
事
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
わ
た
し
は
こ
の
逸
事
の
中
に
謙
譲
の
美
徳
を
発
見
し
た
。
少
く
と
も
発
見
す
る
為
に
努
力
し
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
不
幸
に
も 
寸  
毫 
す
ん
ご
う

の
教
訓
さ
え
発
見
出
来
な
い
。
こ
の
逸
事
の
今
の

わ
た
し
に
も
多
少
の
興
味
を
与
え
る
は
僅わず
か
に
下
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　

　
一
　
無
言
に
終
始
し
た
益
軒
の
侮
蔑
ぶ
べ
つ
は
如
何
に 

辛  

辣 

し
ん
ら
つ

を
極
め
て
い
た
か
！

　
二
　
書
生
の
恥
じ
る
の
を
欣
よ
ろ
こん
だ
同
船
の
客
の 

喝  

采 

か
っ
さ
い

は
如
何
に
俗
悪
を
極
め
て
い
た
か
！
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三
　
益
軒
の
知
ら
ぬ
新
時
代
の
精
神
は
年
少
の
書
生
の
放
論
の
中
に
も
如
何
に 

溌  

溂 

は
つ
ら
つ

と
鼓
動
し
て
い

た
か
！

　
　
　
或
弁
護

　
或
新
時
代
の
評
論
家
は
「 

蝟  

集 

い
し
ゅ
う

す
る
」
と
云
う
意
味
に
「
門
前 

雀  

羅 

じ
ゃ
く
ら

を
張
る
」
の
成
語
を
用
い
た
。

「
門
前
雀
羅
を
張
る
」
の
成
語
は
支
那
人
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
人
の
用
う
る
の
に
必
ず

し
も
支
那
人
の
用
法
を
踏
襲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
法
は
な
い
。
も
し
通
用
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
た

と
え
ば
、
「
彼
女
の
頬
笑
ほ
ほ
え
み
は
門
前
雀
羅
を
張
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
形
容
し
て
も
好
い
筈はず
で
あ
る
。

　
も
し
通
用
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
　
　
万
事
は
こ
の
不
可
思
議
な
る
「
通
用
」
の
上
に
懸
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
わ
た
く
し
小
説
」
も
そ
う
で
は
な
い
か
？
　Ich-R

om
an 

と
云
う
意
味
は
一
人
称
を
用
い
た
小

説
で
あ
る
。
必
ず
し
も
そ
の
「
わ
た
く
し
」
な
る
も
の
は
作
家
自
身
と
定
ま
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
日
本

の
「
わ
た
く
し
」
小
説
は
常
に
そ
の
「
わ
た
く
し
」
な
る
も
の
を
作
家
自
身
と
す
る
小
説
で
あ
る
。
い
や
、

時
に
は
作
家
自
身
の
閲
歴
談
と
見
ら
れ
た
が
最
後
、
三
人
称
を
用
い
た
小
説
さ
え
「
わ
た
く
し
」
小
説
と

呼
ば
れ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
勿
論 

独 

逸 

人 

ド
イ
ツ
じ
ん

の
　
　
或
は
全
西
洋
人
の
用
法
を
無
視
し
た
新
例
で
あ
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る
。
し
か
し
全
能
な
る
「
通
用
」
は
こ
の
新
例
に
生
命
を
与
え
た
。
「
門
前
雀
羅
を
張
る
」
の
成
語
も
い

つ
か
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
意
外
の
新
例
を
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
す
る
と
或
評
論
家
は
特
に
学
識
に
乏
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
唯ただ
聊
い
さ
さか
時
流
の
外
に
新
例
を
求
む
る
の

に
急
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
評
論
家
の
揶や
揄ゆ
を
受
け
た
の
は
、
　
　
兎
に
角
あ
ら
ゆ
る
先
覚
者
は
常
に

薄
命
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
制
限

　
天
才
も
そ
れ
ぞ
れ
乗
り
越
え
難
い
或
制
限
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
制
限
を
発
見
す
る
こ
と
は
多
少

の
寂
し
さ
を
与
え
ぬ
こ
と
も
な
い
。
が
、
そ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
却かえ
っ
て
親
し
み
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

丁
度
竹
は
竹
で
あ
り
、
蔦つた
は
蔦
で
あ
る
事
を
知
っ
た
よ
う
に
。

　
　
　
火
星

　
火
星
の
住
民
の
有
無
を
問
う
こ
と
は
我
我
の
五
感
に
感
ず
る
こ
と
の
出
来
る
住
民
の
有
無
を
問
う
こ
と
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で
あ
る
。
し
か
し
生
命
は
必
ず
し
も
我
我
の
五
感
に
感
ず
る
こ
と
の
出
来
る
条
件
を
具そな
え
る
と
は
限
っ
て

い
な
い
。
も
し
火
星
の
住
民
も
我
我
の
五
感
を
超
越
し
た
存
在
を
保
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
彼
等
の
一
群

は
今
夜
も
亦 

篠  

懸 

す
ず
か
け

を
黄
ば
ま
せ
る
秋
風
と
共
に
銀
座
へ
来
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　B

lanqui 
の
夢

　
宇
宙
の
大
は
無
限
で
あ
る
。
が
、
宇
宙
を
造
る
も
の
は
六
十
幾
つ
か
の
元
素
で
あ
る
。
是
等
こ
れ
ら
の
元
素
の

結
合
は
如
何
に
多
数
を
極
め
た
と
し
て
も
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

有
限
を
脱
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
す
る
と
是
等

の
元
素
か
ら
無
限
大
の
宇
宙
を
造
る
為
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
結
合
を
試
み
る
外
に
も
、
そ
の
又
あ
ら
ゆ
る
結

合
を
無
限
に
反
覆
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
て
見
れ
ば
我
我
の 

棲  

息 

せ
い
そ
く

す
る
地
球
も
、
　
　
是
等

の
結
合
の
一
つ
た
る
地
球
も
太
陽
系
中
の
一
惑
星
に
限
ら
ず
、
無
限
に
存
在
し
て
い
る
筈はず
で
あ
る
。
こ
の

地
球
上
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
マ
レ
ン
ゴ
オ
の
戦
に
大
勝
を
博
し
た
。
が
、 

茫  

々 

ぼ
う
ぼ
う

た
る
大
虚
に
浮
ん
だ
他
の

地
球
上
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
同
じ
マ
レ
ン
ゴ
オ
の
戦
に
大
敗
を
蒙
こ
う
むっ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
…
…

　
こ
れ
は
六
十
七
歳
の
ブ
ラ
ン
キ
の
夢
み
た
宇
宙
観
で
あ
る
。
議
論
の
是
非
は
問
う
所
で
は
な
い
。
唯ただ
ブ

ラ
ン
キ
は 

牢  

獄 

ろ
う
ご
く

の
中
に
こ
う
云
う
夢
を
ペ
ン
に
し
た
時
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
に
絶
望
し
て
い
た
。
こ
の
こ
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と
だ
け
は
今
日
も
な
お
何
か
我
我
の
心
の
底
へ
滲し
み
渡
る
寂
し
さ
を
蓄
え
て
い
る
。
夢
は
既
に
地
上
か
ら

去
っ
た
。
我
我
も
慰
め
を
求
め
る
為
に
は
何
万
億
哩
マ
イ
ルの
天
上
へ
、
　
　
宇
宙
の
夜
に
懸
っ
た
第
二
の
地
球

へ
輝
か
し
い
夢
を
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
庸
才

　 

庸  

才 

よ
う
さ
い

の
作
品
は
大
作
に
も
せ
よ
、
必
ず
窓
の
な
い
部
屋
に
似
て
い
る
。
人
生
の
展
望
は
少
し
も
利
か

な
い
。

　
　
　
機
智

　
機
智
と
は
三
段
論
法
を
欠
い
た
思
想
で
あ
り
、
彼
等
の 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

「
思
想
」
と
は
思
想
を
欠
い
た
三
段
論

法
で
あ
る
。

　
　
　
又
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機
智
に
対
す
る
嫌
悪
の
念
は
人
類
の
疲
労
に
根
ざ
し
て
い
る
。

　
　
　
政
治
家

　
政
治
家
の
我
我
素
人
よ
り
も
政
治
上
の
知
識
を
誇
り
得
る
の
は
紛
紛
た
る
事
実
の
知
識
だ
け
で
あ
る
。

畢
竟
某
党
の
某
首
領
は
ど
う
言
う
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
か
と
言
う
の
と
大
差
の
な
い
知
識
ば
か
り
で
あ

る
。

　
　
　
又

　
所
謂
「
床
屋
政
治
家
」
と
は
こ
う
言
う
知
識
の
な
い
政
治
家
で
あ
る
。
若も
し
夫そ
れ
識
見
を
論
ず
れ
ば
必

ず
し
も
政
治
家
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
且かつ
又
利
害
を
超
越
し
た
情
熱
に
富
ん
で
い
る
こ
と
は
常
に
政
治

家
よ
り
も
高
尚
で
あ
る
。
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事
実

　
し
か
し
紛
紛
た
る
事
実
の
知
識
は
常
に
民
衆
の
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
等
の
最
も
知
り
た
い
の
は
愛

と
は
何
か
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
ク
リ
ス
ト
は
私
生
児
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
武
者
修
業

　
わ
た
し
は
従
来
武
者
修
業
と
は
四
方
の
剣
客
と
手
合
せ
を
し
、
武
技
を
磨
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。

が
、
今
に
な
っ
て
見
る
と
、
実
は
己
ほ
ど
強
い
も
の
の
余
り
天
下
に
い
な
い
こ
と
を
発
見
す
る
為
に
す
る

も
の
だ
っ
た
。
　
　
宮
本
武
蔵
伝
読
後
。

　
　
　
ユ
ウ
ゴ
オ

　
全
フ
ラ
ン
ス
を
蔽おお
う
一
片
の
パ
ン
。
し
か
も
バ
タ
は
ど
う
考
え
て
も
、
余
り
た
っ
ぷ
り
は
つ
い
て
い
な

い
。
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ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ

　
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
小
説
は
あ
ら
ゆ
る
戯
画
に
充み
ち
満み
ち
て
い
る
。
尤
も
っ
とも
そ
の
又
戯
画
の
大
半
は
悪

魔
を
も 

憂  

鬱 

ゆ
う
う
つ

に
す
る
に
違
い
な
い
。

　
　
　
フ
ロ
オ
ベ
ル

　
フ
ロ
オ
ベ
ル
の
わ
た
し
に
教
え
た
も
の
は
美
し
い
退
屈
も
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
モ
オ
パ
ス
サ
ン

　
モ
オ
パ
ス
サ
ン
は
氷
に
似
て
い
る
。
尤
も
時
に
は
氷
砂
糖
に
も
似
て
い
る
。

　
　
　
ポ
オ
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ポ
オ
は
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
作
る
前
に
解
剖
学
を
研
究
し
た
。
ポ
オ
の
後
代
を 

震  

駭 

し
ん
が
い

し
た
秘
密
は
こ
の

研
究
に
潜
ん
で
い
る
。

　
　
　
森
鴎
外

　
畢
竟
鴎
外
先
生
は
軍
服
に
剣
を
下
げ
た 

希 

臘 

人 

ギ
リ
シ
ア
じ
ん
で
あ
る
。

　
　
　
或
資
本
家
の
論
理

「
芸
術
家
の
芸
術
を
売
る
の
も
、
わ
た
し
の
蟹かに
の
鑵
詰
か
ん
づ
め
を
売
る
の
も
、
格
別
変
り
の
あ
る
筈
は
な
い
。

し
か
し
芸
術
家
は
芸
術
と
言
え
ば
、
天
下
の
宝
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
あ
あ
言
う
芸
術
家
の
顰ひそ
み
に
傚
な
ら

え
ば
、
わ
た
し
も
亦
一
鑵
六
十
銭
の
蟹
の
鑵
詰
め
を
自
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
不
肖
行
年
六
十
一
、
ま

だ
一
度
も
芸
術
家
の
よ
う
に
莫ば
迦か
莫ば
迦か
し
い
己
惚
う
ぬ
ぼ
れ
を
起
し
た
こ
と
は
な
い
。
」
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批
評
学

　
　
　
　
　
　
佐
佐
木
茂
索
君
に
　
　

　
或
天
気
の
好
い
午
前
で
あ
る
。
博
士
に
化
け
た M

ephistopheles 

は
或
大
学
の
講
壇
に
批
評
学
の
講
義

を
し
て
い
た
。
尤
も
こ
の
批
評
学
は K

ant 

の K
ritik 

や
何
か
で
は
な
い
。
只ただ
如
何
に
小
説
や
戯
曲
の
批

評
を
す
る
か
と
言
う
学
問
で
あ
る
。

「
諸
君
、
先
週
わ
た
し
の
申
し
上
げ
た
所
は
御
理
解
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
か
ら
、
今
日
は
更
に
一
歩

進
ん
だ
『
半
肯
定
論
法
』
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
『
半
肯
定
論
法
』
と
は
何
か
と
申
す
と
、
こ
れ
は

読
ん
で
字
の
通
り
、
或
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
半
ば
肯
定
す
る
論
法
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
『
半
ば
』

な
る
も
の
は
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
『
よ
り
善
い
半
ば
』
を
肯
定
す
る
こ
と
は

頗すこ
ぶる
こ
の
論
法
に
は
危
険
で
あ
り
ま
す
。

「
た
と
え
ば
日
本
の
桜
の
花
の
上
に
こ
の
論
法
を
用
い
て
御
覧
な
さ
い
。
桜
の
花
の
『
よ
り
善
い
半
ば
』

は
色
や
形
の
美
し
さ
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
こ
の
論
法
を
用
う
る
た
め
に
は
『
よ
り
善
い
半
ば
』
よ
り

も
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
　
　
即
ち
桜
の
花
の
匂にお
い
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
『
匂
い
は

正
に
あ
る
。
が
、
畢
竟
そ
れ
だ
け
だ
』
と
断
案
を
下
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
又
万
一
『
よ
り

56侏儒の言葉



悪
い
半
ば
』
の
代
り
に
『
よ
り
善
い
半
ば
』
を
肯
定
し
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
言
う
破
綻
は
た
ん
を
生
じ
ま
す
か
？

　
『
色
や
形
は
正
に
美
し
い
。
が
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

そ
れ
だ
け
だ
』
　
　
こ
れ
で
は
少
し
も
桜
の
花
を
貶けな
し
た

こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

「 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

批
評
学
の
問
題
は
如
何
に
或
小
説
や
戯
曲
を
貶
す
か
と
言
う
こ
と
に
関
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

こ
れ
は
今
更
の
よ
う
に
申
し
上
げ
る
必
要
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

「
で
は
こ
の
『
よ
り
善
い
半
ば
』
や
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
は
何
を
標
準
に
区
別
し
ま
す
か
？
　
こ
う
言
う

問
題
を
解
決
す
る
為
に
は
、
こ
れ
も
度
た
び
申
し
上
げ
た
価
値
論
へ
溯
さ
か
の
ぼら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
価
値

は
古
来
信
ぜ
ら
れ
た
よ
う
に
作
品
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
訳
で
は
な
い
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
我
我
の
心
の

中
に
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
『
よ
り
善
い
半
ば
』
や
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
は
我
我
の
心
を
標
準

に
、
　
　
或
は
一
時
代
の
民
衆
の
何
を
愛
す
る
か
を
標
準
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
た
と
え
ば
今
日
の
民
衆
は
日
本
風
の
草
花
を
愛
し
ま
せ
ん
。
即
ち
日
本
風
の
草
花
は
悪
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。
又
今
日
の
民
衆
は
ブ
ラ
ジ
ル
珈
琲
を
愛
し
て
い
ま
す
。
即
ち
ブ
ラ
ジ
ル
珈
琲
は
善
い
も
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
或
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
『
よ
り
善
い
半
ば
』
や
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
も
当
然
こ
う
言
う

例
の
よ
う
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
こ
の
標
準
を
用
い
ず
に
、
美
と
か
真
と
か
善
と
か
言
う
他
の
標
準
を
求
め
る
の
は
最
も 

滑  

稽 

こ
っ
け
い

な
時
代

57



錯
誤
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
は
赤
ら
ん
だ 

麦 

藁 

帽 

む
ぎ
わ
ら
ぼ
う
の
よ
う
に
旧
時
代
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
善

悪
は
好
悪
を
超
越
し
な
い
、
好
悪
は
即
ち
善
悪
で
あ
る
、
愛
憎
は
即
ち
善
悪
で
あ
る
、
　
　
こ
れ
は
『
半

肯
定
論
法
』
に
限
ら
ず
、
苟
い
や
しく
も
批
評
学
に
志
し
た
諸
君
の
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
法
則
で
あ
り
ま
す
。

「
扨さて
『
半
肯
定
論
法
』
と
は
大
体
上
の
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
最
後
に
御
注
意
を
促
し
た
い
の
は
『
そ
れ

だ
け
だ
』
と
言
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
そ
れ
だ
け
だ
』
と
言
う
言
葉
は
是
非
使
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
第
一
『
そ
れ
だ
け
だ
』
と
言
う
以
上
、
『
そ
れ
』
即
ち
『
よ
り
悪
い
半
ば
』
を
肯
定
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
又
第
二
に
『
そ
れ
』
以
外
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で

あ
り
ま
す
。
即
ち
『
そ
れ
だ
け
だ
』
と
言
う
言
葉
は
頗
す
こ
ぶる
一
揚
一
抑
の
趣
に
富
ん
で
い
る
と
申
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
が
、
更
に
微
妙
な
こ
と
に
は
第
三
に
『
そ
れ
』
の
芸
術
的
価
値
さ
え
、
隠
約
の
間
に
否

定
し
て
い
ま
す
。
勿
論
否
定
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
な
ぜ
否
定
す
る
か
と
言
う
こ
と
は
説
明
も
何
も
し

て
い
ま
せ
ん
。
只ただ
言
外
に
否
定
し
て
い
る
、
　
　
こ
れ
は
こ
の
『
そ
れ
だ
け
だ
』
と
言
う
言
葉
の
最
も
著

し
い
特
色
で
あ
り
ま
す
。
顕けん
に
し
て
晦かい
、
肯
定
に
し
て
否
定
と
は
正
に
『
そ
れ
だ
け
だ
』
の
謂いい
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

「
こ
の
『
半
肯
定
論
法
』
は
『
全
否
定
論
法
』
或
は
『
木
に
縁よ
っ
て
魚
を
求
む
る
論
法
』
よ
り
も
信
用
を

博
し
易
い
か
と
思
い
ま
す
。
『
全
否
定
論
法
』
或
は
『
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
む
る
論
法
』
と
は
先
週
申
し
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上
げ
た
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
念
の
為
め
に
ざ
っ
と
繰
り
返
す
と
、
或
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
そ
の
芸
術

的
価
値
そ
の
も
の
に
よ
り
、
全
部
否
定
す
る
論
法
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
或
悲
劇
の
芸
術
的
価
値
を
否

定
す
る
の
に
、
悲
惨
、
不
快
、 

憂  

欝 

ゆ
う
う
つ

等
の
非
難
を
加
え
る
事
と
思
え
ば
よ
ろ
し
い
。
又
こ
の
非
難
を
逆

に
用
い
、
幸
福
、
愉
快
、
軽
妙
等
を
欠
い
て
い
る
と
罵
の
の
しっ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
一
名
『
木
に
縁
っ
て
魚

を
求
む
る
論
法
』
と
申
す
の
は
後
に
挙
げ
た
場
合
を
指
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
全
否
定
論
法
』
或
は

『
木
に
縁
っ
て
魚
を
求
む
る
論
法
』
は
痛
快
を
極
め
て
い
る
代
り
に
、
時
に
は
偏
頗
へ
ん
ぱ
の
疑
い
を
招
か
な
い

と
も
限
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
『
半
肯
定
論
法
』
は
兎と
に
角かく
或
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
半
ば
は
認
め
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
容
易
に
公
平
の
看
を
与
え
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
就つ
い
て
は
演
習
の
題
目
に
佐
佐
木
茂
索
氏
の
新
著
『
春
の 

外  

套 

が
い
と
う

』
を
出
し
ま
す
か
ら
、
来
週
ま
で
に

佐
佐
木
氏
の
作
品
へ
『
半
肯
定
論
法
』
を
加
え
て
来
て
下
さ
い
。
（
こ
の
時
若
い
聴
講
生
が
一
人
、
「
先

生
、
『
全
否
定
論
法
』
を
加
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
？
」
と
質
問
す
る
）
い
や
、
『
全
否
定
論
法
』
を
加

え
る
こ
と
は
少
く
と
も
当
分
の
間
は
見
合
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
佐
佐
木
氏
は
兎
に
角
声
名
の
あ
る

新
進
作
家
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
『
半
肯
定
論
法
』
位
を
加
え
る
の
に
限
る
と
思
い
ま
す
。
…
…
」

　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊

　
一
週
間
た
っ
た
後
、
最
高
点
を
採
っ
た
答
案
は
下
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。
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「
正
に
器
用
に
は
書
い
て
い
る
。
が
、
畢
竟
そ
れ
だ
け
だ
。
」

　
　
　
親
子

　
親
は
子
供
を
養
育
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
成
種
牛
馬
は
親
の
為
に
養
育
さ

れ
る
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
自
然
の
名
の
も
と
に
こ
の
旧
習
の
弁
護
す
る
の
は
確
か
に
親
の 

我  

儘 

わ
が
ま
ま

で

あ
る
。
若も
し
自
然
の
名
の
も
と
に
如
何
な
る
旧
習
も
弁
護
出
来
る
な
ら
ば
、
ま
ず
我
我
は
未
開
人
種
の
掠り

     

奪   

ゃ
く
だ
つ

結
婚
を
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
子
供
に
対
す
る
母
親
の
愛
は
最
も
利
己
心
の
な
い
愛
で
あ
る
。
が
、
利
己
心
の
な
い
愛
は
必
ず
し
も
子

供
の
養
育
に
最
も
適
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
愛
の
子
供
に
与
え
る
影
響
は
　
　
少
く
と
も
影
響
の
大

半
は
暴
君
に
す
る
か
、
弱
者
に
す
る
か
で
あ
る
。
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又

　
人
生
の
悲
劇
の
第
一
幕
は
親
子
と
な
っ
た
こ
と
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
又

　
古
来
如
何
に
大
勢
の
親
は
こ
う
言
う
言
葉
を
繰
り
返
し
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
「
わ
た
し
は
畢
竟
失
敗
者

だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
子
だ
け
は
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

　
　
　
可
能

　
我
々
は
し
た
い
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
只
出
来
る
こ
と
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
我

個
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
我
我
の
社
会
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
神
も
希
望
通
り
に
こ
の
世
界
を

造
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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ム
ア
ア
の
言
葉

　
ジ
ョ
オ
ジ
・
ム
ア
ア
は
「
我
死
せ
る
自
己
の
備
忘
録
」
の
中
に
こ
う
言
う
言
葉
を
挟
ん
で
い
る
。
　
　

「
偉
大
な
る
画
家
は
名
前
を
入
れ
る
場
所
を
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
又
決
し
て
同
じ
所
に

二
度
と
名
前
を
入
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
」

　
勿
論
「
決
し
て
同
じ
所
に
二
度
と
名
前
を
入
れ
ぬ
こ
と
」
は
如
何
な
る
画
家
に
も
不
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
こ
れ
は
咎とが
め
ず
と
も
好
い
。
わ
た
し
の
意
外
に
感
じ
た
の
は
「
偉
大
な
る
画
家
は
名
前
を
入
れ
る
場

所
を
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
い
る
」
と
言
う
言
葉
で
あ
る
。
東
洋
の
画
家
に
は
未いま
だ
甞かつ
て 

落  

款 

ら
く
か
ん

の
場
所
を
軽

視
し
た
る
も
の
は
な
い
。
落
款
の
場
所
に
注
意
せ
よ
な
ど
と
言
う
の
は 

陳 

套 

語 

ち
ん
と
う
ご

で
あ
る
。
そ
れ
を
特
筆

す
る
ム
ア
ア
を
思
う
と
、
坐そぞ
ろ
に
東
西
の
差
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
大
作

　
大
作
を
傑
作
と
混
同
す
る
も
の
は
確
か
に
鑑
賞
上
の
物
質
主
義
で
あ
る
。
大
作
は
手
間
賃
の
問
題
に
す

ぎ
な
い
。
わ
た
し
は
ミ
ケ
ル
・
ア
ン
ジ
ェ
ロ
の
「
最
後
の
審
判
」
の
壁
画
よ
り
も
遥はる
か
に
六
十
何
歳
か
の
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レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
自
画
像
を
愛
し
て
い
る
。

　
　
　
わ
た
し
の
愛
す
る
作
品

　
わ
た
し
の
愛
す
る
作
品
は
、
　
　
文
芸
上
の
作
品
は
畢
竟
作
家
の
人
間
を
感
ず
る
こ
と
の
出
来
る
作
品

で
あ
る
。
人
間
を
　
　
頭
脳
と
心
臓
と
官
能
と
を
一
人
前
に
具そな
え
た
人
間
を
。
し
か
し
不
幸
に
も
大
抵
の

作
家
は
ど
れ
か
一
つ
を
欠
い
た
片
輪
で
あ
る
。
（
尤
も
っ
とも
時
に
は
偉
大
な
る
片
輪
に
敬
服
す
る
こ
と
も
な
い

訣わけ
で
は
な
い
。
）

　
　
　
「
虹
霓
関
」
を
見
て

　
男
の
女
を
猟
す
る
の
で
は
な
い
。
女
の
男
を
猟
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
シ
ョ
ウ
は
「
人
と
超
人
と
」
の

中
に
こ
の
事
実
を
戯
曲
化
し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
戯
曲
化
し
た
も
の
は
必
し
も
シ
ョ
ウ
に
は
じ
ま
る
の
で

は
な
い
。
わ
た
く
し
は  

梅  

蘭  

芳  

メ
イ
ラ
ン
フ
ァ
ン

の
「 

虹 

霓 

関 

こ
う
げ
い
か
ん
」
を
見
、
支
那
に
も
既
に
こ
の
事
実
に
注
目
し
た
戯

曲
家
の
あ
る
の
を
知
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
「
戯
考
」
は
「
虹
霓
関
」
の
外
に
も
、
女
の
男
を
捉とら
え
る
の
に

63



孫
呉
の
兵
機
と 

剣  

戟 

け
ん
げ
き

と
を
用
い
た
幾
多
の
物
語
を
伝
え
て
い
る
。

「 
董 
家 

山 
と
う
か
ざ
ん

」
の
女
主
人
公
金
蓮
、
「
轅 

門 

斬 

子 

え
ん
も
ん
ざ
ん
し

」
の
女
主
人
公
桂
英
、
「 

双 

鎖 

山 

そ
う
さ
ざ
ん

」
の
女
主
人
公

金
定
等
は
悉
こ
と
ご
と
くこ
う
言
う
女
傑
で
あ
る
。
更
に
「
馬
上
縁
」
の
女
主
人
公
梨
花
を
見
れ
ば
彼
女
の
愛
す
る
少

年
将
軍
を
馬
上
に
俘
と
り
こに
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
の
妻
に
す
ま
ぬ
と
言
う
の
を
無
理
に
結
婚
し
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
胡
適
こ
て
き
氏
は
わ
た
し
に
こ
う
言
っ
た
。
　
　
「
わ
た
し
は
『
四
進
士
』
を
除
き
さ
え
す
れ
ば
、

全
京
劇
の
価
値
を
否
定
し
た
い
。
」
し
か
し
是
等
の
京
劇
は
少
く
と
も
甚
だ
哲
学
的
で
あ
る
。
哲
学
者
胡

適
氏
は
こ
の
価
値
の
前
に
多
少
氏
の 

雷  

霆 

ら
い
て
い

の
怒
を
和
げ
る
訣わけ
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
経
験

　
経
験
ば
か
り
に
た
よ
る
の
は
消
化
力
を
考
え
ず
に
食
物
ば
か
り
に
た
よ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
又
経

験
を
徒
い
た
ずら
に
し
な
い
能
力
ば
か
り
に
た
よ
る
の
も
や
は
り
食
物
を
考
え
ず
に
消
化
力
ば
か
り
に
た
よ
る
も

の
で
あ
る
。

　
　
　
ア
キ
レ
ス
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希  

臘 
ギ
リ
シ
ア

の
英
雄
ア
キ
レ
ス
は
踵
か
か
とだ
け
不
死
身
で
は
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
　
　
即
ち
ア
キ
レ
ス
を
知

る
為
に
は
ア
キ
レ
ス
の
踵
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
芸
術
家
の
幸
福

　
最
も
幸
福
な
芸
術
家
は
晩
年
に
名
声
を
得
る
芸
術
家
で
あ
る
。
国
木
田
独
歩
も
そ
れ
を
思
え
ば
、
必
し

も
不
幸
な
芸
術
家
で
は
な
い
。

　
　
　
好
人
物

　
女
は
常
に
好
人
物
を
夫
に
持
ち
た
が
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
男
は
好
人
物
を
常
に
友
だ
ち
に
持
ち

た
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
又
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好
人
物
は
何
よ
り
も
先
に
天
上
の
神
に
似
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
歓
喜
を
語
る
の
に
好
い
。
第
二
に

不
平
を
訴
え
る
の
に
好
い
。
第
三
に
　
　
い
て
も
い
な
い
で
も
好
い
。

　
　
　
罪

「
そ
の
罪
を
憎
ん
で
そ
の
人
を
憎
ま
ず
」
と
は
必
か
な
ら
ずし
も
行
う
に
難
い
こ
と
で
は
な
い
。
大
抵
の
子
は
大
抵

の
親
に
ち
ゃ
ん
と
こ
の
格
言
を
実
行
し
て
い
る
。

　
　
　
桃
李

「
桃
李
と
う
り
言
わ
ざ
れ
ど
も
、
下
自
お
の
ず
から
蹊けい
を
成
す
」
と
は
確
か
に
知
者
の
言
で
あ
る
。
尤
も
っ
とも
「
桃
李
言
わ
ざ
れ

ど
も
」
で
は
な
い
。
実
は
「
桃
李
言
わ
ざ﹅
れ﹅
ば﹅
」
で
あ
る
。

　
　
　
偉
大

66侏儒の言葉



　
民
衆
は
人
格
や
事
業
の
偉
大
に 

籠  

絡 

ろ
う
ら
く

さ
れ
る
こ
と
を
愛
す
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
偉
大
に
直
面
す
る

こ
と
は
有
史
以
来
愛
し
た
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
広
告

「 

侏  

儒 

し
ゅ
じ
ゅ

の
言
葉
」
十
二
月
号
の
「
佐
佐
木
茂
索
君
の
為
に
」
は
佐
佐
木
君
を
貶けな
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
佐
佐
木
君
を
認
め
な
い
批
評
家
を
嘲
あ
ざ
けっ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
言
う
こ
と
を
広
告
す
る
の
は

「
文
芸
春
秋
」
の
読
者
の
頭
脳
を 
軽  
蔑 
け
い
べ
つ

す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
実
際
或
批
評

家
は
佐
佐
木
君
を
貶
し
た
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
且かつ
又
こ
の
批
評
家
の
亜
流
も
少

く
な
い
よ
う
に
聞
き
及
び
ま
し
た
。
そ
の
為
に
一
言
広
告
し
ま
す
。
尤
も
こ
れ
を
公
に
す
る
の
は
わ
た
く

し
の
発
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
先
輩 

里 

見 
弴 

さ
と
み
と
ん

君
の 

煽  

動 

せ
ん
ど
う

に
よ
っ
た
結
果
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か

こ
の
広
告
に
憤
る
読
者
は
里
見
君
に
非
難
を
加
え
て
下
さ
い
。
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
作
者
。

　
　
　
追
加
広
告
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前
掲
の
広
告
中
、
「
里
見
君
に
非
難
を
加
え
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
の
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

わ
た
し
の  

常    

談  

じ
ょ
う
だ
ん

で
あ
り
ま
す
。
実
際
は
非
難
を
加
え
ず
と
も
よ
ろ
し
い
。
わ
た
し
は
或
批
評
家
の
代
表
す
る
一
団
の
天
才

に
敬
服
し
た
余
り
、
ど
う
も
多
少
ふ
だ
ん
よ
り
も
神
経
質
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
同
上

　
　
　
再
追
加
広
告

　
前
掲
の
追
加
広
告
中
、
「
或
批
評
家
の
代
表
す
る
一
団
の
天
才
に
敬
服
し
た
」
と
言
う
の
は
勿
論
反
語

と
言
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
上

　
　
　
芸
術

　
画
力
は
三
百
年
、
書
力
は
五
百
年
、
文
章
の
力
は
千
古
無
窮
と
は 

王 

世 

貞 

お
う
せ
い
て
い
の
言
う
所
で
あ
る
。
し
か

し 

敦  

煌 

と
ん
こ
う

の
発
掘
品
等
に
徴
す
れ
ば
、
書
画
は
五
百
年
を
閲けみ
し
た
後
に
も
依
然
と
し
て
力
を
保
っ
て
い
る

ら
し
い
。
の
み
な
ら
ず
文
章
も
千
古
無
窮
に
力
を
保
つ
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
観
念
も
時
の
支
配
の
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外
に
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
我
我
の
祖
先
は
「
神
」
と
言
う
言
葉
に
衣
冠
束

帯
の
人
物
を 

髣  

髴 

ほ
う
ふ
つ

し
て
い
た
。
し
か
し
我
我
は
同
じ
言
葉
に
髯ひげ
の
長
い
西
洋
人
を
髣
髴
し
て
い
る
。
こ

れ
は
ひ
と
り
神
に
限
ら
ず
、
何
ご
と
に
も
起
り
得
る
も
の
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
い
つ
か  
東  
洲  
斎  

写  

楽  

と
う
し
ゅ
う
さ
い
し
ゃ
ら
く

の
似
顔
画
を
見
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
画
中
の
人
物
は

緑
い
ろ
の 

光 

琳 

波 

こ
う
り
ん
は

を
描
い
た
扇
面
を
胸
に
開
い
て
い
た
。
そ
れ
は
全
体
の
色
彩
の
効
果
を
強
め
て
い
る

の
に
違
い
な
か
っ
た
。
が
、  

廓  
大  
鏡  

か
く
だ
い
き
ょ
う

に
覗のぞ
い
て
見
る
と
、
緑
い
ろ
を
し
て
い
る
の
は  

緑    

青  

ろ
く
し
ょ
う

を
生

じ
た
金
い
ろ
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
こ
の
一
枚
の
写
楽
に
美
し
さ
を
感
じ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

わ
た
し
の
感
じ
た
の
は
写
楽
の
捉とら
え
た
美
し
さ
と
異
っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
言
う
変
化
は
文

章
の
上
に
も
や
は
り
起
る
も
の
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又
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芸
術
も
女
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
最
も
美
し
く
見
え
る
為
に
は
一
時
代
の
精
神
的
雰
囲
気
或
は
流
行
に

包
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
の
み
な
ら
ず
芸
術
は
空
間
的
に
も
や
は
り
軛
く
び
きを
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
国
民
の
芸
術
を
愛
す
る
為
に
は

一
国
民
の
生
活
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
東
禅
寺
に
浪
士
の
襲
撃
を
受
け
た
英
吉
利

イ
ギ
リ
ス

の
特
命
全
権
公
使

サ
ア
・
ル
サ
ア
フ
ォ
オ
ド
・
オ
ル
コ
ッ
ク
は
我
我
日
本
人
の
音
楽
に
も
騒
音
を
感
ず
る
許ばか
り
だ
っ
た
。
彼

の
「
日
本
に
於
け
る
三
年
間
」
は
こ
う
言
う
一
節
を
含
ん
で
い
る
。
　
　
「
我
我
は
坂
を
登
る
途
中
、
ナ

イ
テ
ィ
ン
ゲ
エ
ル
の
声
に
近
い
鶯
う
ぐ
い
すの
声
を
耳
に
し
た
。
日
本
人
は
鶯
に
歌
を
教
え
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
若も
し
ほ
ん
と
う
と
す
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
違
い
な
い
。
元
来
日
本
人
は
音
楽
と
言
う
も
の
を

自
ら
教
え
る
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
」
（
第
二
巻
第
二
十
九
章
）

　
　
　
天
才
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天
才
と
は
僅わず
か
に
我
我
と
一
歩
を
隔
て
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
只ただ
こ
の
一
歩
を
理
解
す
る
為
に
は
百

里
の
半
ば
を
九
十
九
里
と
す
る
超
数
学
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
天
才
と
は
僅
か
に
我
我
と
一
歩
を
隔
て
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
同
時
代
は
常
に
こ
の
一
歩
の
千
里
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
。
後
代
は
又
こ
の
千
里
の
一
歩
で
あ
る
こ
と
に
盲
目
で
あ
る
。
同
時
代
は
そ
の

為
に
天
才
を
殺
し
た
。
後
代
は
又
そ
の
為
に
天
才
の
前
に
香
を
焚た
い
て
い
る
。

　
　
　
又

　
民
衆
も
天
才
を
認
め
る
こ
と
に
吝
や
ぶ
さか
で
あ
る
と
は
信
じ
難
い
。
し
か
し
そ
の
認
め
か
た
は
常
に
頗
す
こ
ぶる
滑こ

   

稽 

っ
け
い
で
あ
る
。

　
　
　
又
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天
才
の
悲
劇
は
「
小
ぢ
ん
ま
り
し
た
、
居
心
の
好
い
名
声
」
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
耶や
蘇そ
「
我
笛
吹
け
ど
も
、 

汝  

等 

な
ん
じ
ら

踊
ら
ず
。
」

　
彼
等
「
我
等
踊
れ
ど
も
、
汝
足
ら
わ
ず
。
」

　
　
　
譃

　
我
我
は
如
何
な
る
場
合
に
も
、
我
我
の
利
益
を
擁
護
せ
ぬ
も
の
に
「
清
き
一
票
」
を
投
ず
る
筈はず
は
な
い
。

こ
の
「
我
我
の
利
益
」
の
代
り
に
「
天
下
の
利
益
」
を
置
き
換
え
る
の
は
全
共
和
制
度
の
譃うそ
で
あ
る
。
こ

の
譃
だ
け
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
の
治
下
に
も
消
滅
せ
ぬ
も
の
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又
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一
体
に
な
っ
た
二
つ
の
観
念
を
採
り
、
そ
の
接
触
点
を
吟
味
す
れ
ば
、
諸
君
は
如
何
に
多
数
の
譃
に
養

わ
れ
て
い
る
か
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
成
語
は
こ
の
故
に
常
に
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
我
我
の
社
会
に
合
理
的
外
観
を
与
え
る
も
の
は
実
は
そ
の
不
合
理
の
　
　
そ
の
余
り
に
甚
し
い
不
合
理

の
為
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
レ
ニ
ン

　
わ
た
し
の
最
も
驚
い
た
の
は
レ
ニ
ン
の
余
り
に
当
り
前
の
英
雄
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
賭
博

73



　
偶
然
即
ち
神
と
闘
う
も
の
は
常
に
神
秘
的
威
厳
に
満
ち
て
い
る
。 

賭 

博 

者 

と
ば
く
し
ゃ

も
亦
こ
の
例
に
洩も
れ
な
い
。

　
　
　
又

　
古
来
賭
博
に
熱
中
し
た 

厭  

世 

え
ん
せ
い

主
義
者
の
な
い
こ
と
は
如
何
に
賭
博
の
人
生
に
酷
似
し
て
い
る
か
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
法
律
の
賭
博
を
禁
ず
る
の
は
賭
博
に
依よ
る
富
の
分
配
法
そ
の
も
の
を
非
と
す
る
為
で
は
な
い
。
実
は
唯
た
だ

そ
の
経
済
的
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
非
と
す
る
為
で
あ
る
。

　
　
　
懐
疑
主
義

　
懐
疑
主
義
も
一
つ
の
信
念
の
上
に
、
　
　
疑
う
こ
と
は
疑
わ
ぬ
と
言
う
信
念
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
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成
程
そ
れ
は
矛
盾
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
懐
疑
主
義
は
同
時
に
又
少
し
も
信
念
の
上
に
立
た
ぬ
哲
学
の

あ
る
こ
と
を
も
疑
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
正
直

　
若
し
正
直
に
な
る
と
す
れ
ば
、
我
我
は
忽
た
ち
まち
何
び
と
も
正
直
に
な
ら
れ
ぬ
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
故
に
我
我
は
正
直
に
な
る
こ
と
に
不
安
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
虚
偽

　
わ
た
し
は
或
譃
つ
き
を
知
っ
て
い
た
。
彼
女
は
誰
よ
り
も
幸
福
だ
っ
た
。
が
、
余
り
に
譃
の
巧
み
だ
っ

た
為
に
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
時
さ
え
譃
を
つ
い
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ

け
は
確
か
に
誰
の
目
に
も
彼
女
の
悲
劇
に
違
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
又
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わ
た
し
も
亦
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家
の
よ
う
に
寧むし
ろ
譃
に
は
巧
み
だ
っ
た
。
が
、
い
つ
も
彼
女
に
は  

一    

い
っ
ち
ゅ

籌  う
を
輸ゆ
す
る
外
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
実
に
去
年
の
譃
を
も
五
分
前
の
譃
の
よ
う
に
覚
え
て
い
た
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
不
幸
に
も
知
っ
て
い
る
。
時
に
は
譃
に
依
る
外
は
語
ら
れ
ぬ
真
実
も
あ
る
こ
と
を
。

　
　
　
諸
君

　
諸
君
は
青
年
の
芸
術
の
為
に
堕
落
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
ず
安
心
し
給
え
。
諸
君
ほ
ど

は
容
易
に
堕
落
し
な
い
。

　
　
　
又
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諸
君
は
芸
術
の
国
民
を
毒
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
ず
安
心
し
給
え
。
少
く
と
も
諸
君
を

毒
す
る
こ
と
は
絶
対
に
芸
術
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
千
年
来
芸
術
の
魅
力
を
理
解
せ
ぬ
諸
君
を
毒
す
る

こ
と
は
。

　
　
　
忍
従

　
忍
従
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
卑
屈
で
あ
る
。

　
　
　
企
図

　
成
す
こ
と
は
必
し
も
困
難
で
は
な
い
。
が
、
欲
す
る
こ
と
は
常
に
困
難
で
あ
る
。
少
く
と
も
成
す
に
足

る
こ
と
を
欲
す
る
の
は
。

　
　
　
又
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彼
等
の
大
小
を
知
ら
ん
と
す
る
も
の
は
彼
等
の
成
し
た
こ
と
に
依
り
、
彼
等
の
成
さ
ん
と
し
た
こ
と
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
兵
卒

　
理
想
的
兵
卒
は
苟
い
や
しく
も
上
官
の
命
令
に
は
絶
対
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
絶
対
に
服
従
す
る
こ
と

は
絶
対
に
批
判
を
加
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
理
想
的
兵
卒
は
ま
ず
理
性
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
理
想
的
兵
卒
は
苟
く
も
上
官
の
命
令
に
は
絶
対
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
絶
対
に
服
従
す
る
こ
と

は
絶
対
に
責
任
を
負
わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
理
想
的
兵
卒
は
ま
ず
無
責
任
を
好
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
軍
事
教
育
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軍
事
教
育
と
言
う
も
の
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

只ただ
軍
事
用
語
の
知
識
を
与
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
他
の
知
識

や
訓
練
は
何
も
特
に
軍
事
教
育
を
待
っ
た
後
に
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
に
海
陸
軍
の
学
校
さ
え
、

機
械
学
、
物
理
学
、
応
用
化
学
、
語
学
等
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

、
剣
道
、
柔
道
、
水
泳
等
に
も
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
を

傭やと
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
？
　
し
か
も
更
に
考
え
て
見
れ
ば
、
軍
事
用
語
も
学
術
用
語
と
違
い
、
大
部
分

は
通
俗
的
用
語
で
あ
る
。
す
る
と
軍
事
教
育
と
言
う
も
の
は
事
実
上
な
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

事
実
上
な
い
も
の
の
利
害
得
失
は
勿
論
問
題
に
は
な
ら
ぬ
筈はず
で
あ
る
。

　
　
　
勤
倹
尚
武

「
勤
倹
尚
武
」
と
言
う
成
語
位
、
無
意
味
を
極
め
て
い
る
も
の
は
な
い
。
尚
武
は
国
際
的
奢
侈
し
ゃ
し
で
あ
る
。

現
に
列
強
は
軍
備
の
為
に
大
金
を
費
し
て
い
る
で
は
な
い
か
？
　
若も
し
「
勤
倹
尚
武
」
と
言
う
こ
と
も
痴

人
の
談
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
勤
倹 

遊  

蕩 

ゆ
う
と
う

」
と
言
う
こ
と
も
や
は
り
通
用
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

　
　
　
日
本
人

79



　
我
我
日
本
人
の
二
千
年
来
君
に
忠
に
親
に
孝
だ
っ
た
と
思
う
の
は 

猿  

田  

彦  

命 

さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と
も
コ
ス
メ
・
テ
ィ
ッ

ク
を
つ
け
て
い
た
と
思
う
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
あ
り
の
ま
ま
の
歴
史
的
事
実
に
徹
し

て
見
よ
う
で
は
な
い
か
？

　
　
　
倭
寇

　
倭
寇
わ
こ
う
は
我
我
日
本
人
も
優
に
列
強
に
伍ご
す
る
に
足
る
能
力
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
我

は
盗
賊
、 

殺  

戮 

さ
つ
り
く

、 

姦  

淫 

か
ん
い
ん

等
に
於
て
も
、
決
し
て
「
黄
金
の
島
」
を
探
し
に
来
た
西
班
牙
人

ス
ペ
イ
ン
じ
ん
、
葡 

萄 

ポ
ル
ト
ガ

牙 

人 

ル
じ
ん

、 

和 

蘭 

人 

オ
ラ
ン
ダ
じ
ん
、
英
吉
利
人

イ
ギ
リ
ス
じ
ん
等
に
劣
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
つ
れ
づ
れ
草

　
わ
た
し
は
度
た
び
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
　
　
「
つ
れ
づ
れ
草
な
ど
は
定
め
し
お
好
き
で
し
ょ
う
？
」

し
か
し
不
幸
に
も
「
つ
れ
づ
れ
草
」
な
ど
は  

未    

嘗  

い
ま
だ
か
つ
て
愛
読
し
た
こ
と
は
な
い
。
正
直
な
所
を
白
状
す
れ
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ば
「
つ
れ
づ
れ
草
」
の
名
高
い
の
も
わ
た
し
に
は
殆
ほ
と
んど
不
可
解
で
あ
る
。
中
学
程
度
の
教
科
書
に
便
利
で

あ
る
こ
と
は
認
め
る
に
も
し
ろ
。

　
　
　
徴
候

　
恋
愛
の
徴
候
の
一
つ
は
彼
女
は
過
去
に
何
人
の
男
を
愛
し
た
か
、
或
は
ど
う
言
う
男
を
愛
し
た
か
を
考

え
、
そ
の
架
空
の
何
人
か
に
漠
然
と
し
た
嫉
妬
し
っ
と
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
又
恋
愛
の
徴
候
の
一
つ
は
彼
女
に
似
た
顔
を
発
見
す
る
こ
と
に
極
度
に
鋭
敏
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
恋
愛
と
死
と

　
恋
愛
の
死
を
想
わ
せ
る
の
は
進
化
論
的
根
拠
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
蜘く
蛛も
や
蜂
は
交
尾
を
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終
る
と
、
忽
た
ち
まち
雄
は
雌
の
為
に
刺
し
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
伊
太
利

イ
タ
リ
ア

の
旅
役
者
の
歌
劇

「
カ
ル
メ
ン
」
を
演
ず
る
の
を
見
た
時
、
ど
う
も
カ
ル
メ
ン
の
一
挙
一
動
に
蜂
を
感
じ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
身
代
り

　
我
我
は
彼
女
を
愛
す
る
為
に
往
々
彼
女
の
外
の
女
人
を
彼
女
の
身
代
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
言

う
羽
目
に
陥
る
の
は
必
か
な
ら
ずし
も
彼
女
の
我
我
を
却
し
り
ぞけ
た
場
合
に
限
る
訣わけ
で
は
な
い
。
我
我
は
時
に
は 

怯  

懦 

き
ょ
う
だ

の
為
に
、
時
に
は
又
美
的
要
求
の
為
に
こ
の
残
酷
な
慰
安
の
相
手
に
一
人
の
女
人
を
使
い
兼
ね
ぬ
の
で
あ

る
。

　
　
　
結
婚

　
結
婚
は
性
慾
を
調
節
す
る
こ
と
に
は
有
効
で
あ
る
。
が
、
恋
愛
を
調
節
す
る
こ
と
に
は
有
効
で
は
な
い
。

　
　
　
又
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彼
は
二
十
代
に
結
婚
し
た
後
、
一
度
も
恋
愛
関
係
に
陥
ら
な
か
っ
た
。
何
と
言
う
俗
悪
さ
加
減
！

　
　
　
多
忙

　
我
我
を
恋
愛
か
ら
救
う
も
の
は
理
性
よ
り
も
寧むし
ろ
多
忙
で
あ
る
。
恋
愛
も
亦
完
全
に
行
わ
れ
る
為
に
は

何
よ
り
も
時
間
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ウ
エ
ル
テ
ル
、
ロ
ミ
オ
、
ト
リ
ス
タ
ン
　
　
古
来
の
恋
人
を

考
え
て
見
て
も
、
彼
等
は
皆 
閑  
人 
ひ
ま
じ
ん

ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
男
子

　
男
子
は
由
来
恋
愛
よ
り
も
仕
事
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
事
実
を
疑
う
な
ら
ば
、
バ
ル
ザ

ッ
ク
の
手
紙
を
読
ん
で
見
る
が
好
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
ハ
ン
ス
カ
伯
爵
夫
人
に
「
こ
の
手
紙
も
原
稿
料
に

換
算
す
れ
ば
、
何
フ
ラ
ン
を
越
え
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
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行
儀

　
昔
わ
た
し
の
家
に
出
入
り
し
た
男
ま
さ
り
の
女
髪
結
は
娘
を
一
人
持
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
未
だ
に
蒼あ

   

白 

お
じ
ろ
い
顔
を
し
た
十
二
三
の
娘
を
覚
え
て
い
る
。
女
髪
結
は
こ
の
娘
に
行
儀
を
教
え
る
の
に
や
か
ま
し
か

っ
た
。
殊
に
枕
ま
く
らを
は
ず
す
こ
と
に
は
そ
の
都
度 

折  

檻 

せ
っ
か
ん

を
加
え
て
い
た
ら
し
い
。
が
、
近
頃
ふ
と
聞
い
た

話
に
よ
れ
ば
、
娘
は
も
う
震
災
前
に
芸
者
に
な
っ
た
と
か
言
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
話
を
聞
い

た
時
、
ち
ょ
っ
と
も
の
哀
れ
に
感
じ
た
も
の
の
、
微
笑
し
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
定
め
し

芸
者
に
な
っ
て
も
、
厳
格
な
母
親
の
躾しつ
け
通
り
、
枕
だ
け
は
は
ず
す
ま
い
と
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
…

…　
　
　
自
由

　
誰
も
自
由
を
求
め
ぬ
も
の
は
な
い
。
が
、
そ
れ
は
外
見
だ
け
で
あ
る
。
実
は
誰
も
肚はら
の
底
で
は
少
し
も

自
由
を
求
め
て
い
な
い
。
そ
の
証
拠
に
は
人
命
を
奪
う
こ
と
に
少
し
も  

躊    

躇  

ち
ゅ
う
ち
ょ

し
な
い
無
頼
漢
さ
え
、

金 

甌 

無 

欠 

き
ん
お
う
む
け
つ

の
国
家
の
為
に
某
某
を
殺
し
た
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
？
　
し
か
し
自
由
と
は
我
我
の
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行
為
に
何
の
拘
束
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
神
だ
の
道
徳
だ
の
或
は
又
社
会
的
習
慣
だ
の
と
連
帯
責
任

を
負
う
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
自
由
は 

山  

巓 

さ
ん
て
ん

の
空
気
に
似
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
弱
い
者
に
は
堪
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
又

　
ま
こ
と
に
自
由
を
眺
め
る
こ
と
は
直
ち
に
神
々
の
顔
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
自
由
主
義
、
自
由
恋
愛
、
自
由
貿
易
、
　
　
ど
の
「
自
由
」
も 

生  

憎 

あ
い
に
く

杯
の
中
に
多
量
の
水
を
混
じ
て

い
る
。
し
か
も
大
抵
は
た
ま
り
水
を
。
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言
行
一
致

　
言
行
一
致
の
美
名
を
得
る
為
に
は
ま
ず
自
己
弁
護
に
長
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
方
便

　
一
人
を
欺
か
ぬ
聖
賢
は
あ
っ
て
も
、
天
下
を
欺
か
ぬ
聖
賢
は
な
い
。
仏
家
の 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

善
巧
方
便
と
は
畢ひ

     

竟   

っ
き
ょ
う

精
神
上
の
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　
　
　
芸
術
至
上
主
義
者

　
古
来
熱
烈
な
る
芸
術
至
上
主
義
者
は
大
抵
芸
術
上
の
去
勢
者
で
あ
る
。
丁
度
熱
烈
な
る
国
家
主
義
者
は

大
抵
亡
国
の
民
で
あ
る
よ
う
に
　
　
我
我
は
誰
で
も
我
我
自
身
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
欲
し
が
る
も
の
で

は
な
い
。
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唯
物
史
観

　
若も
し
如
何
な
る
小
説
家
も
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
に
立
脚
し
た
人
生
を
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
、

同
様
に
又
如
何
な
る
詩
人
も
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
に
立
脚
し
た
日
月
山
川
を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

が
、
「
太
陽
は
西
に
沈
み
」
と
言
う
代
り
に
「
地
球
は
何
度
何
分 

廻  

転 

か
い
て
ん

し
」
と
言
う
の
は
必
し
も
常
に

優
美
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
支
那

　
蛍
の
幼
虫
は  

蝸    

牛  

か
た
つ
む
り

を
食
う
時
に
全
然
蝸
牛
を
殺
し
て
は
し
ま
わ
ぬ
。
い
つ
も
新
ら
し
い
肉
を
食
う

為
に
蝸
牛
を
麻ま
痺ひ
さ
せ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
我
日
本
帝
国
を
始
め
、
列
強
の
支
那
に
対
す
る
態
度
は

畢
竟
こ
の
蝸
牛
に
対
す
る
蛍
の
態
度
と
選
ぶ
所
は
な
い
。

　
　
　
又
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今
日
の
支
那
の
最
大
の
悲
劇
は
無
数
の
国
家
的 

羅  

曼 

ロ
ー
マ
ン

主
義
者
即
ち
「
若
き
支
那
」
の
為
に
鉄
の
如
き

訓
練
を
与
え
る
に
足
る
一
人
の
ム
ッ
ソ
リ
ニ
も
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
小
説

　
本
当
ら
し
い
小
説
と
は
単
に
事
件
の
発
展
に
偶
然
性
の
少
な
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
恐
ら
く
は
人
生
に

於
け
る
よ
り
も
偶
然
性
の
少
な
い
小
説
で
あ
る
。

　
　
　
文
章

　
文
章
の
中
に
あ
る
言
葉
は
辞
書
の
中
に
あ
る
時
よ
り
も
美
し
さ
を
加
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

88侏儒の言葉



　
彼
等
は
皆  

樗    

牛  

ち
ょ
ぎ
ゅ
う

の
よ
う
に
「
文
は
人
な
り
」
と
称
し
て
い
る
。
が
、
い
ず
れ
も
内
心
で
は
「
人
は

文
な
り
」
と
思
っ
て
い
る
ら
し
い
。

　
　
　
女
の
顔

　
女
は
情
熱
に
駆
ら
れ
る
と
、
不
思
議
に
も
少
女
ら
し
い
顔
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
尤
も
っ
とも
そ
の
情
熱
な
る

も
の
は
パ
ラ
ソ
ル
に
対
す
る
情
熱
で
も
差
支
え
な
い
。

　
　
　
世
間
智

　
消
火
は
放
火
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
こ
う
言
う
世
間
智
の
代
表
的
所
有
者
は
確
か
に
「
ベ
ル
・
ア
ミ
」

の
主
人
公
で
あ
ろ
う
。
彼
は
恋
人
を
つ
く
る
時
に
も
ち
ゃ
ん
と
も
う
絶
縁
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

　
　
　
又
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単
に
世
間
に
処
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
情
熱
の
不
足
な
ど
は
患
わ
ず
と
も
好
い
。
そ
れ
よ
り
も
寧むし
ろ
危
険

な
の
は
明
ら
か
に
冷
淡
さ
の
不
足
で
あ
る
。

　
　
　
恒
産

　
恒
産
の
な
い
も
の
に
恒
心
の
な
か
っ
た
の
は
二
千
年
ば
か
り
昔
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
で
は
恒
産
の
あ

る
も
の
は
寧
ろ
恒
心
の
な
い
も
の
ら
し
い
。

　
　
　
彼
等

　
わ
た
し
は
実
は
彼
等
夫
婦
の
恋
愛
も
な
し
に
相
抱
い
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に
驚
嘆
し
て
い
た
。
が
、

彼
等
は
ど
う
云
う
訣わけ
か
、
恋
人
同
志
の
相
抱
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
嘆
し
て
い
る
。

　
　
　
作
家
所
生
の
言
葉
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「
振
っ
て
い
る
」
「
高
等
遊
民
」
「
露
悪
家
」
「
月
並
み
」
等
の
言
葉
の
文
壇
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
夏
目
先
生
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
言
う
作
家 

所  

生 

し
ょ
せ
い

の
言
葉
は
夏
目
先
生
以
後
に
も
な
い
訣

で
は
な
い
。
久
米
正
雄
君
所
生
の
「
微
苦
笑
」
「
強
気
弱
気
」
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
又
「
等
、
等
、
等
」
と
書
い
た
り
す
る
の
も
宇
野
浩
二
君
所
生
の
も
の
で
あ
る
。
我
我
は
常
に
意
識
し

て
帽
子
を
脱
い
で
い
る
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
時
に
は
意
識
的
に
は
敵
と
し
、
怪
物
と
し
、
犬
と

な
す
も
の
に
も
い
つ
か
帽
子
を
脱
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
或
作
家
を
罵
の
の
しる
文
章
の
中
に
も
そ
の
作
家
の

作
っ
た
言
葉
の
出
る
の
は
必
ず
し
も
偶
然
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
幼
児

　
我
我
は
一
体
何
の
為
に
幼
い
子
供
を
愛
す
る
の
か
？
　
そ
の
理
由
の
一
半
は
少
く
と
も
幼
い
子
供
に
だ

け
は
欺
か
れ
る
心
配
の
な
い
為
で
あ
る
。

　
　
　
又
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我
我
の 

恬  

然 

て
ん
ぜ
ん

と
我
我
の
愚
を
公
に
す
る
こ
と
を
恥
じ
な
い
の
は
幼
い
子
供
に
対
す
る
時
か
、
　
　
或

は
、
犬
猫
に
対
す
る
時
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
池
大
雅

「
大
雅
た
い
が
は
余
程
呑
気
の
ん
き
な
人
で
、
世
情
に
疎
か
っ
た
事
は
、
其
室  

玉    

瀾  

ぎ
ょ
く
ら
ん

を
迎
え
た
時
に
夫
婦
の
交
り
を

知
ら
な
か
っ
た
と
云
う
の
で
略ほぼ
其
人
物
が
察
せ
ら
れ
る
。
」

「
大
雅
が
妻
を
迎
え
て
夫
婦
の
道
を
知
ら
な
か
っ
た
と
云
う
様
な
話
も
、
人
間
離
れ
が
し
て
い
て
面
白
い

と
云
え
ば
、
面
白
い
と
云
え
る
が
、
丸
で
常
識
の
な
い
愚
か
な
事
だ
と
云
え
ば
、
そ
う
も
云
え
る
だ
ろ
う

。
」

　
こ
う
言
う
伝
説
を
信
ず
る
人
は
こ
こ
に
引
い
た
文
章
の
示
す
よ
う
に
今
日
も
ま
だ
芸
術
家
や
美
術
史
家

の
間
に
残
っ
て
い
る
。
大
雅
は
玉
瀾
を
娶めと
っ
た
時
に
交
合
の
こ
と
を
行
わ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
そ
の
故
に
交
合
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
と
信
ず
る
な
ら
ば
、
　
　 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

そ
の
人
は
そ
の
人
自
身

烈はげ
し
い
性
欲
を
持
っ
て
い
る
余
り
、
苟
い
や
しく
も
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
以
上
、
行
わ
ず
に
す
ま
せ
ら
れ
る
筈
は
ず

92侏儒の言葉



は
な
い
と
確
信
し
て
い
る
為
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
荻
生
徂
徠

　
荻 

生 

徂 

徠 

お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

は
煎い
り
豆まめ
を
噛か
ん
で
古
人
を
罵
る
の
を
快
と
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
彼
の
煎
り
豆
を
噛
ん

だ
の
は
倹
約
の
為
と
信
じ
て
い
た
も
の
の
、
彼
の
古
人
を
罵
っ
た
の
は
何
の
為
か
一
向
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
日
考
え
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
今
人
を
罵
る
よ
り
も
確
か
に
当
り
障
り
の
な
か
っ
た
為
で
あ
る
。

　
　
　
若
楓

　  

若    

楓  

わ
か
か
え
で

は
幹
に
手
を
や
っ
た
だ
け
で
も
、
も
う
梢
こ
ず
えに
簇
む
ら
がっ
た
芽
を
神
経
の
よ
う
に
震
わ
せ
て
い
る
。

植
物
と
言
う
も
の
の
気
味
の
悪
さ
！

　
　
　
蟇
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最
も
美
し
い 

石 

竹 

色 

せ
き
ち
く
い
ろ
は
確
か
に
蟇
ひ
き
が
え
るの
舌
の
色
で
あ
る
。

　
　
　
鴉

　
わ
た
し
は
或 
雪  
霽 
ゆ
き
ば
れ

の
薄
暮
、
隣
の
屋
根
に
止
ま
っ
て
い
た
、
ま
っ
青
な
鴉
か
ら
すを
見
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
作
家

　
文
を
作
る
の
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
何
よ
り
も
創
作
的
情
熱
で
あ
る
。
そ
の
又
創
作
的
情
熱
を
燃

え
立
た
せ
る
の
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
何
よ
り
も
或
程
度
の
健
康
で
あ
る
。  

瑞    

典  

ス
エ
ー
デ
ン

式
体
操
、
菜

食
主
義
、
複
方
ジ
ア
ス
タ
ア
ゼ
等
を
軽
ん
ず
る
の
は
文
を
作
ら
ん
と
す
る
も
の
の
志
で
は
な
い
。

　
　
　
又

　
文
を
作
ら
ん
と
す
る
も
の
は
如
何
な
る
都
会
人
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
魂
の
奥
底
に
は
野
蛮
人
を
一
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人
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
又

　
文
を
作
ら
ん
と
す
る
も
の
の
彼
自
身
を
恥
ず
る
の
は
罪
悪
で
あ
る
。
彼
自
身
を
恥
ず
る
心
の
上
に
は
如

何
な
る
独
創
の
芽
も
生
え
た
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
又

　
百
足
む
か
で
　
ち
っ
と
は
足
で
も
歩
い
て
見
ろ
。

　
蝶
　
ふ
ん
、
ち
っ
と
は
羽
根
で
も
飛
ん
で
見
ろ
。

　
　
　
又

　
気
韻
は
作
家
の
後
頭
部
で
あ
る
。
作
家
自
身
に
は
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。
若も
し
又
無
理
に
見
よ
う
と
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す
れ
ば
、
頸くび
の
骨
を
折
る
の
に
了おわ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
又

　
批
評
家
　
君
は
勤
め
人
の
生
活
し
か
書
け
な
い
ね
？

　
作
家
　
誰
か
何
で
も
書
け
た
人
が
い
た
か
ね
？

　
　
　
又

　
あ
ら
ゆ
る
古
来
の
天
才
は
、
我
我
凡
人
の
手
の
と
ど
か
な
い
壁
上
の
釘くぎ
に
帽
子
を
か
け
て
い
る
。
尤
も
っ
とも

踏
み
台
は
な
か
っ
た
訣わけ
で
は
な
い
。

　
　
　
又

　
し
か
し
あ
あ
言
う
踏
み
台
だ
け
は
ど
こ
の
古
道
具
屋
に
も
転
が
っ
て
い
る
。
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又

　
あ
ら
ゆ
る
作
家
は
一
面
に
は 

指 

物 

師 

さ
し
も
の
し

の
面
目
を
具そな
え
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
恥
辱
で
は
な
い
。
あ
ら

ゆ
る
指
物
師
も
一
面
に
は
作
家
の
面
目
を
具
え
て
い
る
。

　
　
　
又

　
の
み
な
ら
ず
又
あ
ら
ゆ
る
作
家
は
一
面
に
は
店
を
開
い
て
い
る
。
何
、
わ
た
し
は
作
品
は
売
ら
な
い
？

　
そ
れ
は
君
、
買
い
手
の
な
い
時
に
は
ね
。
或
は
売
ら
ず
と
も
好
い
時
に
は
ね
。

　
　
　
又

　
俳
優
や
歌
手
の
幸
福
は
彼
等
の
作
品
の
の
こ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
　
　
と
思
う
こ
と
も
な
い
訣
で
は
な

い
。
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侏
儒
の
言
葉
（
遺
稿
）

　
　
　
弁
護

　
他
人
を
弁
護
す
る
よ
り
も
自
己
を
弁
護
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
疑
う
も
の
は
弁
護
士
を
見
よ
。

　
　
　
女
人

　
健
全
な
る
理
性
は
命
令
し
て
い
る
。
　
　
「
爾
な
ん
じ、
女
人
を
近
づ
く
る
勿なか
れ
。
」

　
し
か
し
健
全
な
る
本
能
は
全
然
反
対
に
命
令
し
て
い
る
。
　
　
「
爾
、
女
人
を
避
く
る
勿
れ
。
」

　
　
　
又
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女
人
は
我
我
男
子
に
は
正
に
人
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
諸
悪
の
根
源
で
あ
る
。

　
　
　
理
性

　
わ
た
し
は
ヴ
ォ
ル
テ
ェ
ル
を 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
て
い
る
。
若
し
理
性
に
終
始
す
る
と
す
れ
ば
、
我
我
は
我
我
の

存
在
に 

満  

腔 

ま
ん
こ
う

の
呪
咀
じ
ゅ
そ
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
世
界
の  

賞    

讃  

し
ょ
う
さ
ん

に
酔
っ
た C

andide 

の
作

者
の
幸
福
さ
は
！

　
　
　
自
然

　
我
我
の
自
然
を
愛
す
る
所
以
ゆ
え
ん
は
、
　
　
少
く
と
も
そ
の
所
以
の
一
つ
は
自
然
は
我
我
人
間
の
よ
う
に
妬
ね
た

ん
だ
り
欺
い
た
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
処
世
術
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最
も
賢
い
処
世
術
は
社
会
的
因
襲
を
軽
蔑
し
な
が
ら
、
し
か
も
社
会
的
因
襲
と
矛
盾
せ
ぬ
生
活
を
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
女
人
崇
拝

「
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
」
を
崇
拝
し
た
ゲ
エ
テ
は
確
か
に
仕
合
せ
も
の
の
一
人
だ
っ
た
。
が
、Y

ahoo 

の
牝めす
を
軽
蔑
し
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
狂
死
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
性
の
呪のろ
い
で
あ
ろ

う
か
？
　
或
は
又
理
性
の
呪
い
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
理
性

　
理
性
の
わ
た
し
に
教
え
た
も
の
は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

理
性
の
無
力
だ
っ
た
。

　
　
　
運
命
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運
命
は
偶
然
よ
り
も
必
然
で
あ
る
。
「
運
命
は
性
格
の
中
に
あ
る
」
と
云
う
言
葉
は
決
し
て
等
閑
に
生

ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
教
授

　
若
し
医
家
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、
苟
い
や
しく
も
文
芸
を
講
ず
る
に
は
臨
床
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈はず
で
あ
る
。

し
か
も
彼
等
は
未いま
だ
嘗かつ
て
人
生
の  

脈    

搏  
み
ゃ
く
は
く

に
触
れ
た
こ
と
は
な
い
。
殊
に
彼
等
の
或
る
も
の
は
英
仏
の

文
芸
に
は
通
じ
て
も
彼
等
を
生
ん
だ
祖
国
の
文
芸
に
は
通
じ
て
い
な
い
と
称
し
て
い
る
。

　
　
　
知
徳
合
一

　
我
我
は
我
我
自
身
さ
え
知
ら
な
い
。
況
い
わ
んや
我
我
の
知
っ
た
こ
と
を
行
に
移
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
「
知ち

慧え
と
運
命
」
を
書
い
た
メ
エ
テ
ル
リ
ン
ク
も
知
慧
や
運
命
を
知
ら
な
か
っ
た
。
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芸
術

　
最
も
困
難
な
芸
術
は
自
由
に
人
生
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
っ
とも
「
自
由
に
」
と
云
う
意
味
は
必
ず
し
も

厚
顔
に
と
云
う
意
味
で
は
な
い
。

　
　
　
自
由
思
想
家

　
自
由
思
想
家
の
弱
点
は
自
由
思
想
家
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
到
底
狂
信
者
の
よ
う
に 

獰  

猛 

ど
う
も
う

に
戦

う
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
　
　
宿
命

　
宿
命
は
後
悔
の
子
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
或
は
後
悔
は
宿
命
の
子
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
彼
の
幸
福
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彼
の
幸
福
は
彼
自
身
の
教
養
の
な
い
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
同
時
に
又
彼
の
不
幸
も
、
　
　
あ
あ
、
何

と
云
う
退
屈
さ
加
減
！

　
　
　
小
説
家

　
最
も
善
い
小
説
家
は
「
世せ
故こ
に
通
じ
た
詩
人
」
で
あ
る
。

　
　
　
言
葉

　
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
銭
の
よ
う
に
必
ず
両
面
を
具そな
え
て
い
る
。
例
え
ば
「
敏
感
な
」
と
云
う
言
葉
の
一
面

は  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

「  

臆    

病  

お
く
び
ょ
う

な
」
と
云
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
或
物
質
主
義
者
の
信
条
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「
わ
た
し
は
神
を
信
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
神
経
を
信
じ
て
い
る
。
」

　
　
　
阿
呆

　
阿
呆
は
い
つ
も
彼
以
外
の
人
人
を
悉
こ
と
ご
とく
阿
呆
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
処
世
的
才
能

　
何
と
言
っ
て
も
「
憎
悪
す
る
」
こ
と
は
処
世
的
才
能
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
懺
悔

　
古
人
は
神
の
前
に
懺
悔
ざ
ん
げ
し
た
。
今
人
は
社
会
の
前
に
懺
悔
し
て
い
る
。
す
る
と
阿
呆
や
悪
党
を
除
け
ば
、

何
び
と
も
何
か
に
懺
悔
せ
ず
に
は
娑
婆
苦

し
ゃ
ば
く

に
堪
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
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又

　
し
か
し
ど
ち
ら
の
懺
悔
に
し
て
も
、
ど
の
位
信
用
出
来
る
か
と
云
う
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
又
別
問
題
で

あ
る
。

　
　
　
「
新
生
」
読
後

　
果
し
て
「
新
生
」
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
ト
ル
ス
ト
イ

　
ビ
ュ
ル
コ
フ
の
ト
ル
ス
ト
イ
伝
を
読
め
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
わ
が
懺
悔
」
や
「
わ
が
宗
教
」
の
譃うそ
だ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
譃
を
話
し
つ
づ
け
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
心
ほ
ど
傷
ま
し
い
も
の

は
な
い
。
彼
の
譃
は
余
人
の
真
実
よ
り
も
は
る
か
に
紅
血
を
滴
ら
し
て
い
る
。
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二
つ
の
悲
劇

　
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
の
生
涯
の
悲
劇
は
「
観
覧
随
意
」
だ
っ
た
悲
劇
で
あ
る
。
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
生

涯
の
悲
劇
は
不
幸
に
も
「
観
覧
随
意
」
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
後
者
は
前
者
よ
り
も
一
層
悲
劇
的
に
終

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ

　
彼
は
何
で
も
知
っ
て
い
た
。
し
か
も
彼
の
知
っ
て
い
た
こ
と
を
何
で
も
無
遠
慮
に
さ
ら
け
出
し
た
。
何

で
も
無
遠
慮
に
、
　
　
い
や
、
彼
も
亦
我
我
の
よ
う
に
多
少
の
打
算
は
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
又

　
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
は
「
伝
説
」
の
中
に
死
は
苦
痛
か
否
か
と
云
う
実
験
を
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
云
う
実
験
は
遊
戯
的
に
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
も
亦
「
死
に
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
し
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か
も
死
ね
な
か
っ
た
」
一
人
で
あ
る
。

　
　
　
或
理
想
主
義
者

　
彼
は
彼
自
身
の
現
実
主
義
者
で
あ
る
こ
と
に
少
し
も
疑
惑
を
抱
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う

云
う
彼
自
身
は
畢
竟
理
想
化
し
た
彼
自
身
だ
っ
た
。

　
　
　
恐
怖

　
我
我
に
武
器
を
執と
ら
し
め
る
も
の
は
い
つ
も
敵
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
し
か
も
屡
し
ば
し
ば実
在
し
な
い
架
空

の
敵
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。

　
　
　
我
我

　
我
我
は
皆
我
我
自
身
を
恥
じ
、
同
時
に
又
彼
等
を
恐
れ
て
い
る
。
が
、
誰
も
卒
直
に
こ
う
云
う
事
実
を
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語
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
恋
愛

　
恋
愛
は
唯ただ
性
慾
の
詩
的
表
現
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
詩
的
表
現
を
受
け
な
い
性
慾
は
恋
愛

と
呼
ぶ
に
価
い
し
な
い
。

　
　
　
或
老
練
家

　
彼
は
さ
す
が
に
老
練
家
だ
っ
た
。
醜
聞
を
起
さ
ぬ
時
で
な
け
れ
ば
、
恋
愛
さ
え
滅
多
に
し
た
こ
と
は
な

い
。

　
　
　
自
殺

　
万
人
に
共
通
し
た
唯
一
の
感
情
は
死
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
。
道
徳
的
に
自
殺
の
不
評
判
で
あ
る
の
は
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必
ず
し
も
偶
然
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
又

　
自
殺
に
対
す
る
モ
ン
テ
ェ
エ
ヌ
の
弁
護
は
幾
多
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
自
殺
し
な
い
も
の
は
し﹅
な﹅
い﹅

の
で
は
な
い
。
自
殺
す
る
こ
と
の
出﹅
来﹅
な﹅
い﹅
の
で
あ
る
。

　
　
　
又

　
死
に
た
け
れ
ば
い
つ
で
も
死
ね
る
か
ら
ね
。

　
で
は
た
め
し
に
や
っ
て
見
給
え
。

　
　
　
革
命

　
革
命
の
上
に
革
命
を
加
え
よ
。
然しか
ら
ば
我
等
は
今
日
よ
り
も
合
理
的
に
娑
婆
苦
を
嘗な
む
る
こ
と
を
得
べ
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し
。

　
　
　
死

　
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
は
頗
す
こ
ぶる
正
確
に
死
の
魅
力
を
記
述
し
て
い
る
。
実
際
我
我
は
何
か
の
拍
子
に
死
の
魅

力
を
感
じ
た
が
最
後
、
容
易
に
そ
の
圏
外
に
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
の
み
な
ら
ず
同
心
円
を
め
ぐ
る

よ
う
に
じ
り
じ
り
死
の
前
へ
歩
み
寄
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
い
ろ
は
」
短
歌

　
我
我
の
生
活
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
思
想
は
或
は
「
い
ろ
は
」
短
歌
に
尽
き
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
運
命

　
遺
伝
、
境
遇
、
偶
然
、
　
　
我
我
の
運
命
を
司
る
も
の
は  
畢    
竟  

ひ
っ
き
ょ
う

こ
の
三
者
で
あ
る
。
自
ら
喜
ぶ
も
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の
は
喜
ん
で
も
善
い
。
し
か
し
他
を
云
々
す
る
の
は 

僣  

越 

せ
ん
え
つ

で
あ
る
。

　
　
　
嘲
け
る
も
の

　
他
を
嘲
あ
ざ
ける
も
の
は
同
時
に
又
他
に
嘲
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
或
日
本
人
の
言
葉

　
我
に
ス
ウ
ィ
ツ
ル
を
与
え
よ
。
然しか
ら
ず
ん
ば
言
論
の
自
由
を
与
え
よ
。

　
　
　
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な

　
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
も
の
は
大
抵
は
確
か
に
動
物
的
で
あ
る
。

　
　
　
或
才
子
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彼
は
悪
党
に
な
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
阿
呆
に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
が
、
何
年
か

た
っ
て
見
る
と
、
少
し
も
悪
党
に
な
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
い
つ
も
唯ただ
阿
呆
に
終
始
し
て
い
た
。

　
　
　
希
臘
人

　  

復    

讐  

ふ
く
し
ゅ
う

の
神
を
ジ
ュ
ピ
タ
ア
の
上
に
置
い
た 

希 

臘 

人 

ギ
リ
シ
ア
じ
ん
よ
。
君
た
ち
は
何
も
彼
も
知
り
悉つく
し
て
い
た
。

　
　
　
又

　
し
か
し
こ
れ
は
同
時
に
又
如
何
に
我
我
人
間
の
進
歩
の
遅
い
か
と
云
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
聖
書

　
一
人
の
知ち
慧え
は
民
族
の
知
慧
に
若し
か
な
い
。
唯
も
う
少
し
簡
潔
で
あ
れ
ば
、
…
…
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或
孝
行
者

　
彼
は
彼
の
母
に
孝
行
し
た
、 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

愛
撫
あ
い
ぶ
や 

接  

吻 

せ
っ
ぷ
ん

が
未
亡
人
だ
っ
た
彼
の
母
を
性
的
に
慰
め
る
の
を

承
知
し
な
が
ら
。

　
　
　
或
悪
魔
主
義
者

　
彼
は
悪
魔
主
義
の
詩
人
だ
っ
た
。
が
、
勿
論
実
生
活
の
上
で
は
安
全
地
帯
の
外
に
出
る
こ
と
は
た
っ
た

一
度
だ
け
で
懲こ
り
懲ご
り
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
或
自
殺
者

　
彼
は
或
瑣
末
さ
ま
つ
な
こ
と
の
為
に
自
殺
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
が
、
そ
の
位
の
こ
と
の
為
に
自
殺
す
る
の
は

彼
の
自
尊
心
に
は
痛
手
だ
っ
た
。
彼
は
ピ
ス
ト
ル
を
手
に
し
た
ま
ま
、 

傲  

然 

ご
う
ぜ
ん

と
こ
う
独ひと
り
語ごと
を
言
っ
た
。
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「
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
も
蚤のみ
に
食
わ
れ
た
時
は
痒かゆ
い
と
思
っ
た
の
に
違
い
な
い
の
だ
。
」

　
　
　
或
左
傾
主
義
者

　
彼
は
最
左
翼
の
更
に
左
翼
に
位
し
て
い
た
。
従
っ
て
最
左
翼
を
も 

軽  

蔑 

け
い
べ
つ

し
て
い
た
。

　
　
　
無
意
識

　
我
我
の
性
格
上
の
特
色
は
、
　
　
少
く
と
も
最
も
著
し
い
特
色
は
我
我
の
意
識
を
超
越
し
て
い
る
。

　
　
　
矜
誇

　
我
我
の
最
も
誇
り
た
い
の
は
我
我
の
持
っ
て
い
な
い
も
の
だ
け
で
あ
る
。
実
例
。
　
　
Ｔ
は
独
逸
語

ド
イ
ツ
ご

に

 

堪  

能 

た
ん
の
う

だ
っ
た
。
が
、
彼
の
机
上
に
あ
る
の
は
い
つ
も
英
語
の
本
ば
か
り
だ
っ
た
。
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偶
像

　
何
び
と
も
偶
像
を
破
壊
す
る
こ
と
に
異
存
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
同
時
に
又
彼
自
身
を
偶
像
に

す
る
こ
と
に
異
存
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
な
い
。

　
　
　
又

　
し
か
し
又
泰
然
と
偶
像
に
な
り
了おお
せ
る
こ
と
は
何
び
と
に
も
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
勿
論
天
運
を
除

外
例
と
し
て
も
。

　
　
　
天
国
の
民

　
天
国
の
民
は
何
よ
り
も
先
に
胃
袋
や
生
殖
器
を
持
っ
て
い
な
い
筈はず
で
あ
る
。

　
　
　
或
仕
合
せ
者
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彼
は
誰
よ
り
も
単
純
だ
っ
た
。

　
　
　
自
己
嫌
悪

　
最
も
著
し
い
自
己
嫌
悪
の
徴
候
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
譃うそ
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
必
ず
し
も

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
又
譃
を
見
つ
け
る
こ
と
に
少
し
も
満
足
を
感
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
外
見

　
由
来
最
大
の  

臆  

病  

者  

お
く
び
ょ
う
も
の

ほ
ど
最
大
の
勇
者
に
見
え
る
も
の
は
な
い
。

　
　
　
人
間
的
な

　
我
我
人
間
の
特
色
は
神
の
決
し
て
犯
さ
な
い
過
失
を
犯
す
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
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罰

　
罰
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
ほ
ど
苦
し
い
罰
は
な
い
。
そ
れ
も
決
し
て
罰
せ
ら
れ
ぬ
と
神
々
で
も
保
証
す
れ
ば
別

問
題
で
あ
る
。

　
　
　
罪

　
道
徳
的
並
び
に
法
律
的
範
囲
に
於
け
る
冒
険
的
行
為
、
　
　
罪
は
畢
竟
こ
う
云
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
又
ど
う
云
う
罪
も
伝
奇
的
色
彩
を
帯
び
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
わ
た
し

　
わ
た
し
は
良
心
を
持
っ
て
い
な
い
。
わ
た
し
の
持
っ
て
い
る
の
は
神
経
ば
か
り
で
あ
る
。
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又

　
わ
た
し
は
度
た
び
他
人
の
こ
と
を
「
死
ね
ば
善
い
」
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
又
他
人
の

中
に
は
肉
親
さ
え
交
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
度
た
び
こ
う
思
っ
た
。
　
　
「
俺
が
あ
の
女
に
惚ほ
れ
た
時
に
あ
の
女
も
俺
に
惚
れ
た
通
り
、

俺
が
あ
の
女
を
嫌
い
に
な
っ
た
時
に
は
あ
の
女
も
俺
を
嫌
い
に
な
れ
ば
善
い
の
に
。
」

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
三
十
歳
を
越
し
た
後
、
い
つ
で
も
恋
愛
を
感
ず
る
が
早
い
か
、
一
生
懸
命
に 

抒 

情 

詩 

じ
ょ
じ
ょ
う
し
を
作

り
、
深
入
り
し
な
い
前
に
脱
却
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
必
し
も
道
徳
的
に
わ
た
し
の
進
歩
し
た
の
で
は
な

い
。
唯
ち
ょ
っ
と
肚はら
の
中
に 

算  

盤 

そ
ろ
ば
ん

を
と
る
こ
と
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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又

　
わ
た
し
は
ど
ん
な
に
愛
し
て
い
た
女
と
で
も
一
時
間
以
上
話
し
て
い
る
の
は 

退  

窟 

た
い
く
つ

だ
っ
た
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
度
た
び
譃うそ
を
つ
い
た
。
が
、
文
字
に
す
る
時
は
兎と
に
角かく
、
わ
た
し
の
口
ず
か
ら
話
し
た
譃
は

い
ず
れ
も
拙
劣
を
極
め
た
も
の
だ
っ
た
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
第
三
者
と
一
人
の
女
を
共
有
す
る
こ
と
に
不
平
を
持
た
な
い
。
し
か
し
第
三
者
が
幸
か
不
幸

か
こ
う
云
う
事
実
を
知
ら
ず
に
い
る
時
、
何
か
急
に
そ
の
女
に
憎
悪
を
感
ず
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
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又

　
わ
た
し
は
第
三
者
と
一
人
の
女
を
共
有
す
る
こ
と
に
不
平
を
持
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
第
三
者
と
全

然
見
ず
知
ら
ず
の
間
が
ら
で
あ
る
か
、
或
は
極
く
疎
遠
の
間
が
ら
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
を

条
件
と
し
て
い
る
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
第
三
者
を
愛
す
る
為
に
夫
の
目
を
偸ぬす
ん
で
い
る
女
に
は
や
は
り
恋
愛
を
感
じ
な
い
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
第
三
者
を
愛
す
る
為
に
子
供
を
顧
み
な
い
女
に
は
満
身
の
憎
悪
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
を
感
傷
的
に
す
る
も
の
は
唯ただ
無
邪
気
な
子
供
だ
け
で
あ
る
。
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又

　
わ
た
し
は
三
十
に
な
ら
ぬ
前
に
或
女
を
愛
し
て
い
た
。
そ
の
女
は
或
時
わ
た
し
に
言
っ
た
。
　
　
「
あ

な
た
の
奥
さ
ん
に
す
ま
な
い
。
」
わ
た
し
は
格
別
わ
た
し
の
妻
に
済
ま
な
い
と
思
っ
て
い
た
訣わけ
で
は
な
か

っ
た
。
が
、
妙
に
こ
の
言
葉
は
わ
た
し
の
心
に
滲し
み
渡
っ
た
。
わ
た
し
は
正
直
に
こ
う
思
っ
た
。
　
　

「
或
は
こ
の
女
に
も
す
ま
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
」
わ
た
し
は
未
だ
に
こ
の
女
に
だ
け
は
優
し
い
心
も

ち
を
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
金
銭
に
は
冷
淡
だ
っ
た
。 

勿  
論 

も
ち
ろ
ん

食
う
だ
け
に
は
困
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
両
親
に
は
孝
行
だ
っ
た
。
両
親
は
い
ず
れ
も
年
を
と
っ
て
い
た
か
ら
。
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又

　
わ
た
し
は
二
三
の
友
だ
ち
に
は
た
と
い
真
実
を
言
わ
な
い
に
も
せ
よ
、
譃
を
つ
い
た
こ
と
は
一
度
も
な

か
っ
た
。
彼
等
も
亦
譃
を
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
。

　
　
　
人
生

　
革
命
に
革
命
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
我
我
人
間
の
生
活
は
「
選
ば
れ
た
る
少
数
」
を
除
き
さ
え
す
れ
ば
、

い
つ
も 

暗  

澹 

あ
ん
た
ん

と
し
て
い
る
筈はず
で
あ
る
。
し
か
も
「
選
ば
れ
た
る
少
数
」
と
は
「
阿
呆
と
悪
党
と
」
の
異

名
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
民
衆

　
シ
ェ
ク
ス
ピ
イ
ア
も
、
ゲ
エ
テ
も
、 

李 

太 

白 

り
た
い
は
く

も
、
近
松
門
左
衛
門
も
滅
び
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
芸
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術
は
民
衆
の
中
に
必
ず
種
子
を
残
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
大
正
十
二
年
に
「
た
と
い
玉
は
砕
け
て
も
、
瓦
か
わ
ら

は
砕
け
な
い
」
と
云
う
こ
と
を
書
い
た
。
こ
の
確
信
は 

今  

日 

こ
ん
に
ち

で
も
未
だ
に
少
し
も
揺
が
ず
に
い
る
。

　
　
　
又

　
打
ち
下
ろ
す
ハ
ン
マ
ア
の
リ
ズ
ム
を
聞
け
。
あ
の
リ
ズ
ム
の
存
す
る
限
り
、
芸
術
は
永
遠
に
滅
び
な
い

で
あ
ろ
う
。
（
昭
和
改
元
の
第
一
日
）

　
　
　
又

　
わ
た
し
は
勿
論
失
敗
だ
っ
た
。
が
、
わ
た
し
を
造
り
出
し
た
も
の
は
必
ず
又
誰
か
を
作
り
出
す
で
あ
ろ

う
。
一
本
の
木
の
枯
れ
る
こ
と
は
極
め
て
区
々
た
る
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
無
数
の
種
子
を
宿
し
て
い
る
、

大
き
い
地
面
が
存
在
す
る
限
り
は
。
　
（
同
上
）

　
　
　
或
夜
の
感
想

123



　
眠
り
は
死
よ
り
も
愉
快
で
あ
る
。
少
く
と
も
容
易
に
は
違
い
あ
る
ま
い
。
　
（
昭
和
改
元
の
第
二
日
）
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