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ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
「
車
輪
の
下
」
（
岩
波
文
庫
・
高
橋
健
二
氏
訳
）
は
、
ヘ
ッ
セ
の
作
品
の
な
か

で
も
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
同
じ
岩
波
文
庫
で
「
青
春
彷
徨
」
（
ペ
ー

タ
ー
・
カ
ー
メ
ン
チ
ン
ト
・
関
泰
祐
氏
訳
）
が
出
て
い
て
、
ヘ
ッ
セ
を
詩
人
と
し
て
確
立
さ
せ
た
こ
の
作

は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
文
化
や
文
学
に
対
し
て
二
十
七
歳
だ
っ
た
作
者
が
抱
い
た
批
判
や
、
自
分
と
し
て

の
立
場
が
ペ
ー
タ
ー
の
彷
徨
と
そ
の
終
結
の
う
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
で
、
ヘ
ッ
セ
は
自
分
が

「
大
多
数
の
人
々
が
そ
の
思
想
と
情
熱
の
全
精
力
を
社
会
や
国
家
や
科
学
や
芸
術
や
教
授
方
法
に
向
け
る

の
を
み
た
。
し
か
し
何
等
外
的
な
目
的
を
持
た
な
い
で
、
自
分
自
身
を
築
き
上
げ
、
時
代
と
永
遠
と
に
対

す
る
自
分
達
の
個
人
的
関
係
を
浄
化
し
よ
う
と
い
う
欲
求
」
に
立
つ
詩
人
で
あ
り
、
生
活
の
核
心
に
近
づ

く
た
め
「
あ
ら
ゆ
る
好
意
と
よ
ろ
こ
び
の
核
心
は
愛
で
あ
る
こ
と
」
を
語
る
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
当
時
ド
イ
ツ
の
文
学
の
な
か
で
「
青
春
彷
徨
」
が
発
展
小
説
の
一
つ
の
典
型
と
云
わ
れ
た
の
は
、

主
人
公
で
あ
る
青
年
ペ
ー
タ
ー
の
性
格
と
人
間
的
な
精
神
と
が
、
生
活
の
流
れ
の
な
か
に
た
だ
漂
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
探
求
を
も
っ
て
成
長
し
前
進
し
発
展
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
車
輪
の
下
」
は
「
青
春
彷
徨
」
に
つ
づ
い
て
一
九
〇
八
年
ご
ろ
、
日
本
で
云
え
ば
明
治
四
十
二
年
小
山

内
薫
が
初
め
て
「
自
由
劇
場
」
を
創
立
し
て
、
日
本
の
文
学
は
自
然
主
義
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
時
分
に
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書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　
ハ
ン
ス
・
ギ
ー
ベ
ン
ラ
ー
ト
と
い
う
感
受
性
の
き
わ
め
て
つ
よ
い
、
内
気
な
、
天
賦
の
才
能
の
か
く
さ

れ
た
少
年
が
大
人
た
ち
の
俗
っ
ぽ
い
野
心
や
名
誉
心
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
つ
い
に
自
然
な
そ
の
子
に
ふ
さ

わ
し
い
成
長
を
挫
か
れ
、
あ
わ
れ
な
最
後
を
と
げ
る
一
つ
の
物
語
で
あ
る
。
作
者
は
、
ハ
ン
ス
と
同
じ
息

づ
ま
る
条
件
の
な
か
に
暮
し
て
い
る
官
費
神
学
校
生
徒
に
ハ
イ
ル
ナ
ー
を
見
出
し
、
ハ
ン
ス
よ
り
は
強
烈

な
闘
争
的
な
ハ
イ
ル
ナ
ー
は
、
脱
走
と
い
う
周
囲
を
こ
わ
す
方
法
で
自
身
を
救
い
出
し
、
そ
う
い
う
こ
と

を
し
な
い
お
と
な
し
い
、
境
遇
に
対
し
て
敏
感
で
は
あ
る
が
受
身
な
ハ
ン
ス
が
、
粗
野
な
俗
っ
ぽ
い
世
界

で
己
を
滅
ぼ
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
、
暖
く
精
密
な
心
で
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
下
に
愛
す
べ
き
青
春
を 
轢  
挫 

ひ
き
く
じ

く
世
俗
の
車
輪
は
、
ヘ
ッ
セ
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

現
実

的
な
人
々
の
生
活
に
対
す
る
真
の
愛
の
欠
乏
で
あ
る
。
そ
う
い
う
大
人
た
ち
は
、
こ
の
人
生
に
自
分
た
ち

の
欲
望
し
か
認
め
ず
、
自
分
た
ち
の
希
望
の
成
就
し
か
目
ざ
さ
ず
そ
の
た
め
に
未
来
は
人
間
の
よ
ろ
こ
び

と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
稚
く
美
し
く
哀
れ
な
生
命
の
幾
つ
か
が
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
、
壊
滅
し

て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
鈍
感
に
生
活
し
て
い
る
。
「
青
春
彷
徨
」
で
云
っ
て
い
る
よ
う
に
愛
す
る

と
い
う
甘
美
で
困
難
な
仕
事
は
、
そ
の
困
難
が
い
か
に
深
刻
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ヘ
ッ
セ
は
「
車

輪
の
下
」
に
お
い
て
も
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
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ヘ
ッ
セ
は
、
こ
の
小
説
の
な
か
に
、
彼
の
特
徴
で
あ
る
自
然
へ
の
憧
れ
、
そ
の
う
ち
へ
溶
け
入
っ
て
よ

り
寛
く
ゆ
た
か
に
生
々
と
さ
せ
ら
れ
る
情
緒
を
実
に
濃
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ハ
ン
ス
が
、
お
そ
ろ

し
い
入
学
試
験
を
終
っ
た
日
、
小
さ
い
庭
へ
出
て
、
過
度
な
勉
強
か
ら
来
る
頭
痛
や
悲
し
さ
を
知
ら
な
か

っ
た
幼
い
日
の
思
い
出
の
兎
小
舎
を
う
ち
こ
わ
し
、
水
車
を
こ
わ
す
心
持
は
、
読
者
の
胸
を
も
ハ
ン
ス
の

憂
愁
と
愛
着
と
で
疼
か
せ
ず
に
は
い
な
い
。
釣
を
す
る
柳
の
生
え
た
河
の
景
色
の
溌
剌
と
し
た
描
写
。
精

神
に
と
っ
て
は
牢
獄
で
あ
る
修
道
院
の
周
囲
に
さ
え
も
、
自
然
は
美
し
さ
と
多
様
さ
と
を
く
り
ひ
ろ
げ
て

い
る
こ
と
の
悲
し
い
感
動
。
そ
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
、
自
分
た
ち
の
幼
年
の
日
の
思
い
出
を
甦
ら
せ
、

憂
い
と
よ
ろ
こ
び
の
流
れ
合
っ
た
独
特
な
心
持
を
目
ざ
め
さ
せ
て
、
ハ
ン
ス
の
苦
悩
に
み
ち
た
運
命
に
共

感
を
お
こ
さ
せ
る
。
同
時
に
、
こ
の
作
者
が
自
然
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
傾
倒
も
そ
こ
に
溢
れ
て
い
て
、
ハ
ン
ス
の
お
そ
ろ
し
い
生
々
し
い
壊
滅
へ
の
姿
は
、
一
種
霧
の
よ
う
な

も
の
に
つ
つ
ま
れ
て
、
印
象
に
の
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ッ
セ
は
、
「
青
春
彷
徨
」
で
発
展
小
説
を
、
「
車
輪
の
下
」
で
教
育
小
説
を
か
い
た
と
云
わ
れ
て
い

る
け
れ
ど
、
こ
の
作
者
の
天
質
に
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
人
と
し
て
の
要
素
が
決
定
的
な
も
の
と
し
て

働
い
て
い
る
と
思
う
。
「
青
春
彷
徨
」
の
結
末
に
し
ろ
「
車
輪
の
下
」
の
最
後
に
し
ろ
、
ヘ
ッ
セ
は
、
誠

意
を
こ
め
て
辿
っ
て
来
た
精
神
と
肉
体
の
葛
藤
の
終
り
を
、
い
つ
で
も
音
楽
で
云
え
ば
弱
め
て
消
さ
れ
る
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ピ
ア
ニ
シ
モ
の
音
調
で
結
ん
で
い
る
。
余
韻
は
空
気
の
な
か
に
の
こ
っ
て
ふ
る
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
余
韻
の
快
さ
に
甘
え
て
ば
か
り
い
な
い
で
、
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
作
者
の
暗
示
に
と
ん
だ
意
味
を

と
り
い
れ
て
生
活
の
力
と
す
る
読
者
は
、
果
し
て
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
決
し
て
譲
歩
し
な
い
人
生
に
対
す
る
沈
着
な
勇
気
と
不
屈
な
正
義
へ
の
感
覚
と
が
、
ヘ
ッ
セ
の
場
合
で

は
外
的
な
関
係
な
し
に
、
個
人
的
な
関
係
を
時
代
と
歴
史
と
に
向
っ
て
浄
化
し
よ
う
と
い
う
観
念
上
の
願

望
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
現
実
か
ら
脱
出
す
る
結
果
を
招
い
て
、
彼
の
生
活
の
孤
立
と
と
か

く
死
に
方
向
を
見
出
す
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
が
生
じ
て
い
る
。
美
し
く
純
一
で
あ
ろ
う
と
す
る
願
望
に

偽
り
は
な
い
が
、
作
家
と
し
て
見
れ
ば
正
し
さ
を
こ
の
世
に
求
め
る
創
ろ
う
と
す
る
動
き
の
肯
定
に
対
す

る
決
定
的
な
弱
さ
が
そ
こ
に
在
る
の
で
あ
る
。

「
ク
ヌ
ル
プ
」
（
岩
波
文
庫
・
漂
泊
の
魂
）
に
は
、
こ
の
作
家
の
弱
点
と
い
う
べ
き
も
の
が
典
型
を
示
し

て
い
て
、
人
間
の
生
命
の
浪
費
が
、
当
然
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
疑
問
も
な
く
美
化
し
て
呈
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
現
代
は
歴
史
も
、
文
学
の
現
実
に
対
す
る
み
か
た
も
と
も
に
進
展
し
て
来
て
い
る
の
だ
か
ら
、
時
代
や

永
遠
な
も
の
に
対
す
る
個
人
の
浄
化
の
道
も
、
ヘ
ッ
セ
の
よ
う
に
主
観
の
な
か
で
だ
け
の
解
決
に
た
よ
っ

て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
雲
の
流
れ
と
と
も
に
漂
う
ば
か
り
で
な
く
、
「
青
春
彷
徨
」
に
云
わ
れ
て
い
る
よ
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う
に
、
「
愛
に
溢
れ
て
最
早
や
悩
み
も
死
を
も
恐
れ
ず
」
、
「
そ
れ
を
厳
粛
な
兄
弟
と
し
て
厳
粛
に
兄
弟

ら
し
く
迎
え
る
」
た
め
に
は
、
個
人
の
う
ち
に
作
用
し
て
い
る
時
代
と
永
遠
な
も
の
を
は
っ
き
り
歴
史
的

な
関
係
と
し
て
つ
か
ん
で
、
悩
み
も
死
も
お
そ
れ
ず
迎
え
る
だ
け
で
な
く
、
非
合
理
な
悩
み
と
死
と
は
、

そ
れ
を
絶
滅
す
る
た
め
に
精
力
を
か
た
む
け
る
人
間
の
人
間
ら
し
い
光
栄
を
肯
定
す
る
と
き
に
な
っ
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
車
輪
の
下
」
に
は
ヘ
ッ
セ
の
数
多
い
作
品
の
中
で
も
、
そ
う
い
う
積
極
的
な
人
間
ら
し
い
生
活
を
求
め

ず
に
い
ら
れ
な
い
人
々
の
願
い
の
方
向
が
生
々
し
く
脈
う
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
な
か
で
作
者
が
、
大

人
の
所
謂
教
育
と
い
う
も
の
の
考
え
か
た
に
対
し
て
向
け
て
い
る
抗
議
に
は
、
お
と
な
し
い
表
現
の
中
に

鋭
い
、
健
全
な
洞
察
が
閃
い
て
い
る
。
こ
の
小
説
が
今
日
も
ひ
ろ
く
若
い
人
々
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
も
の

を
失
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
に
か
こ
ま
れ
つ
つ
も
極
め
て
リ
ア
ル
な

同
感
を
よ
び
お
こ
さ
ず
に
い
な
い
、
こ
の
作
者
の
人
間
抗
議
の
誠
実
な
響
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
そ
れ
に
つ
け
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
は
欧
州
文
学
の
宝
庫
の
中
に
は
、
何
と
教
育
と
い
う
も
の
へ
の
批

判
と
抗
議
の
文
学
が
数
多
く
在
る
だ
ろ
う
と
い
う
お
ど
ろ
き
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
近
代
文
学
を
眺
め
れ
ば
、
理
解
さ
れ
な
い
子
供
の
悲
劇
を
主
題
と
し
た
作
品
は

二
十
世
紀
の
初
め
ご
ろ
か
ら
い
く
つ
か
現
れ
て
い
る
。
フ
レ
ン
セ
ン
と
い
う
作
家
の
「
イ
エ
ル
ン
・
ウ
ー
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ル
」
と
い
う
作
品
は
、
文
学
の
歴
史
で
云
え
ば
ヘ
ッ
セ
の
「
車
輪
の
下
」
の
先
駆
を
な
す
性
質
の
作
品
で

あ
る
。
さ
ら
に
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
「
春
の
目
醒
め
」
（
岩
波
文
庫
・
野
上
豊
一
郎
氏
訳
）
は
、
日
本
で
も

上
演
さ
れ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
は
作
家
と
し
て
の
特
質
か
ら
、
少
年
少
女
の
性
の
目
覚

め
の
悩
乱
を
、
今
日
の
感
覚
か
ら
み
る
と
極
端
ま
で
中
核
に
お
き
す
ぎ
て
、
そ
の
点
で
登
場
す
る
若
い
人

物
た
ち
は
動
物
的
に
性
的
な
一
面
へ
歪
め
ら
れ
す
ぎ
た
暗
い
姿
を
現
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
中
学
校
の

教
育
と
い
う
も
の
が
、
若
い
肉
体
と
精
神
と
を
正
当
に
知
識
的
に
導
く
力
を
も
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、

情
操
を
高
く
明
る
く
導
く
愛
も
喪
っ
て
い
て
、
た
だ
威
嚇
と
形
式
上
の
秩
序
ば
か
り
に
拘
泥
し
て
悲
劇
の

温
床
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
作
者
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
の
プ
ロ
テ
ス
ト
は
今
日
の
実
感
に
も
生
き
て
い

る
。

「
春
の
目
醒
め
」
で
は
同
時
に
家
庭
教
育
と
い
う
も
の
が
通
俗
の
偽
善
的
な
道
義
観
や
宗
教
観
に
あ
や
ま

ら
れ
て
い
て
、
女
の
子
に
性
の
知
識
を
与
え
る
力
、
そ
し
て
真
の
貞
潔
に
成
長
さ
せ
て
や
る
力
さ
え
も
持

っ
て
い
な
い
事
実
を
描
い
て
い
る
。
男
の
子
に
と
っ
て
は
、
愛
や
温
情
の
微
塵
み
じ
ん
も
な
い
中
学
校
、
女
の
子

に
と
っ
て
は
愛
は
あ
る
よ
う
だ
が
そ
れ
が
無
智
で
あ
る
た
め
に
何
に
も
人
生
的
な
救
い
と
は
な
り
得
な
い

家
庭
教
育
。
そ
れ
ら
の
轍
わ
だ
ちの
下
で
青
春
を
散
ら
す
悲
惨
を
、
ヴ
ェ
デ
キ
ン
ト
は
、
強
烈
な
表
現
で
訴
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
の
文
学
が
ル
ナ
ー
ル
の
「
に
ん
じ
ん
」
（
白
水
社
）
で
私
た
ち
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
親
と

子
と
い
う
血
の
近
さ
で
は
う
ず
め
ら
れ
な
い
大
人
と
子
供
の
世
界
の
、
無
理
解
や
思
い
ち
が
い
と
い
う
程

度
を
こ
し
た
惨
酷
さ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ド
オ
デ
エ
の
「
プ
チ
・
シ
ョ
ウ
ズ
」
（
岩
波
文
庫
・
八
木
さ
わ
子
氏
訳
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
中
で

の
デ
エ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
カ
ッ
パ
ア
フ
ィ
ル
ド
（
デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
）
と
云
わ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
忘
れ
難
い
小
説
の
前
編
の
中
ご
ろ
以
下
、
サ
ル
ラ
ン
ド
中
学
校
の
若
い
生
徒
監
と
し
て
プ
チ
・
シ
ョ

ウ
ズ
が
経
験
す
る
野
蛮
と
冷
酷
と
利
己
の
環
境
は
、
と
り
も
直
さ
ず
プ
チ
・
シ
ョ
ウ
ズ
と
と
も
に
そ
の
中

で
苦
悩
す
る
若
い
魂
の
背
景
と
し
て
、
こ
わ
い
ほ
ど
ま
ざ
ま
ざ
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
ガ
ー
ル
は
、
長
篇
「
チ
ボ
ー
家
の
人
々
」
（
白
水
社
・
山
内
義
雄
氏
訳
）
を
何
故
第

一
巻
の
「
灰
色
の
ノ
ー
ト
」
を
も
っ
て
は
じ
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
無
視
さ
れ
、

卑
俗
な
大
人
の
通
念
で
誤
解
さ
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
の
能
動
的
な
精
神
の
発
芽
が
、
や
が
て
封
じ
こ
め
ら
れ
た

「
少
年
園
」
第
二
巻
で
経
験
す
る
苦
し
み
と
危
機
と
の
描
写
は
、
現
代
に
お
い
て
も
若
い
精
神
が
教
育
と

か
陶
冶
と
か
い
う
名
の
下
に
蒙
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戦
慄
的
な
桎
梏
と
虚
脱
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

「
少
年
時
代
」
（
岩
波
文
庫
・
米
川
正
夫
氏
訳
）
の
中
で
ト
ル
ス
ト
イ
が
描
い
て
い
る
家
庭
教
師
へ
の
憎
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み
は
貴
族
の
子
弟
で
も
そ
の
背
に
笞
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
の
教
育
法
と
い
う
も
の
を

語
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
「
幼
年
時
代
」
（
岩
波
文
庫
・
米
川
正
夫
氏
訳
）
に
は
、
一
層
荒
々
し
さ

と
暗
さ
が
む
き
出
し
な
貧
し
い
環
境
の
中
で
人
間
的
な
稚
い
魂
が
目
撃
し
た
恐
怖
と
、
そ
れ
に
対
し
て
闘

っ
た
自
立
の
精
神
の
芽
生
え
の
雄
々
し
さ
が
あ
る
。

　
ほ
ん
の
一
部
の
例
に
す
ぎ
な
い
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
精
髄
を
注
い
で
、
虐
げ
ら

れ
た
稚
い
肉
体
と
精
神
の
た
め
に
代
弁
し
て
い
る
。
時
代
を
と
び
こ
し
て
今
日
の
私
た
ち
の
心
を
し
っ
か

り
と
と
ら
え
る
情
熱
を
傾
け
て
、
い
ず
れ
も
そ
の
作
家
た
ち
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
生
み
出
し
て
来
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
芸
術
家
た
ち
の
心
情
を
刺
戟
し
燃
え
立
た
せ
た
原
因
と
い
う
も
の
は
、
一
体
ど

こ
に
在
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
一
に
心
づ
く
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
も
フ
ラ
ン
ス
も
、
ロ
シ
ア
も
、
新
教
と
旧
教
、

ギ
リ
シ
ャ
正
教
な
ど
の
ち
が
い
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
一
般
の
常
識
は
深
い
宗
教
的
影
響
を
う
け
て
い
て
、

教
育
そ
の
も
の
が
、
宗
教
的
教
義
の
重
石
に
窒
息
さ
れ
て
い
る
国
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
い
う
宗
教
の
独
断
と
偏
見
と
偽
善
と
の
下
で
、
無
垢
な
人
間
精
神
の
自
然
な
発
展
が
、
ど
ん
な
に
圧
迫

さ
れ
型
を
お
し
つ
け
ら
れ
、
し
か
も
若
く
稚
い
人
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
と
の
た
た
か
い
が
い
か
に
困
難
無

残
を
き
わ
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
は
、
よ
り
ゆ
た
か
な
心
に
黙
す
こ
と
の
出
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来
な
い
迄
感
銘
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
も
低
い
、
最
も
御
し
や
す
い
卑
屈
さ
で
、

目
前
の
役
に
立
つ
人
間
を
鋳
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
教
育
の
き
ま
り
き
っ
た
圧
力
を
、
よ
く
着
実
に
は
ね

か
え
し
得
た
も
の
が
、
つ
ま
り
は
人
類
の
歴
史
に
と
っ
て
価
値
あ
る
何
か
の
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
歴
史
が
語
る
実
に
意
味
ふ
か
い
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
文
学
が
、
よ
り
美
し
い
、
よ
り
ゆ
た
か
な
世
界
の
創
造
へ
の
参
加
で
あ
る
本
質
か
ら
、
す
ぐ
れ
た
作
家

た
ち
が
こ
の
よ
う
な
精
神
成
長
史
と
し
て
の
製
作
を
生
ん
で
ゆ
く
必
然
は
十
分
に
肯
け
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
う
一
度
私
た
ち
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
等
の
人
間

精
神
の
記
念
的
な
作
品
は
、
主
人
公
が
ど
れ
も
少
年
た
ち
ば
か
り
な
の
だ
ろ
う
か
、
ド
オ
デ
エ
も
あ
の
よ

う
に
愛
ら
し
い
女
性
の
幾
人
か
を
描
い
た
が
、
プ
チ
・
シ
ョ
ウ
ズ
の
主
人
公
は
、
少
女
で
は
な
か
っ
た
。

デ
ュ
ガ
ー
ル
の
女
性
た
ち
は
「
チ
ボ
ー
家
」
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
表
現
し
て
い
る
が
、
ジ
ャ

ッ
ク
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ジ
ャ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
少
女
ジ
ャ
ン
ネ
ッ
ト
に
お
き
か
え
る
こ
と
は
全
然
不
可
能

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
。
作
者
に
と
っ
て
、
自
伝
的
な
要
素
が
多
い
主
題
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

こ
こ
に
は
や
は
り
、
人
間
精
神
と
い
う
も
の
の
自
覚
に
お
い
て
女
性
は
大
体
男
よ
り
も
漠
然
と
し
て
お
り
、

精
神
の
自
主
へ
の
欲
望
も
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
社
会
的
な
女
の
あ
り
よ
う
が
、
お
の
ず
か
ら
反
映
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し
て
来
て
い
る
の
だ
と
思
え
て
、
つ
き
な
い
感
想
を
唆そそ
ら
れ
る
。

　
な
る
ほ
ど
少
女
を
主
人
公
と
し
て
、
そ
の
苦
悩
を
描
い
た
作
品
は
イ
ギ
リ
ス
の
「
セ
ー
ラ
・
ク
ル
ー
物

語
」
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
作
家
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
「
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
」
（
岩
波
文
庫
）
な
ど
の
ほ
か
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
ジ
ョ
ル
ジ
・
サ
ン
ド
が
「
愛
の
妖
精
（
フ
ァ
デ
ッ
ト
）
」
（
岩
波
文
庫
）
な
ど
で
描
い
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
作
品
と
前
に
ふ
れ
た
ヘ
ッ
セ
の
「
車
輪
の
下
」
そ
の
他
の
人
々
の
作
品
と

の
間
に
在
る
決
定
的
な
ち
が
い
は
、
女
の
作
家
の
か
い
た
女
主
人
公
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
そ
れ

ぞ
れ
の
環
境
を
偶
然
的
な
境
遇
の
不
幸
と
し
て
、
そ
こ
の
中
で
雄
々
し
く
可
憐
に
た
た
か
っ
て
ゆ
く
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
決
し
て
「
車
輪
の
下
」
の
ハ
ン
ス
の
よ
う
に
プ
チ
・
シ
ョ
ウ
ズ

の
よ
う
に
、
主
人
公
た
ち
人
間
の
内
面
的
発
展
の
欲
望
の
自
覚
や
、
そ
れ
と
相
剋
す
る
も
の
と
し
て
の
環

境
の
本
質
の
自
覚
が
見
ら
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
女
の
子
を
主
人
公
と
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
は

「
セ
ー
ラ
・
ク
ル
ー
」
の
大
団
円
に
し
ろ
、
「
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
」
に
し
ろ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
父

親
の
親
友
の
出
現
や
や
が
て
は
良
人
と
な
っ
た
富
貴
な
保
護
者
の
出
現
で
、
物
語
の
境
遇
が
変
化
さ
せ
ら

れ
、
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
に
な
っ
て
い
て
、
女
主
人
公
た
ち
の
内
的
成
長
は
、
始
ま
り
か
ら
終
り
ま
で
云

わ
ば
性
格
的
な
も
の
、
気
質
的
な
も
の
の
範
囲
か
ら
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
マ
リ
イ
・
オ
オ
ド
ゥ
ウ
は
、
生
活
に
対
し
て
身
に
し
み
た
感
覚
の
健
全
さ
を
も
っ
て
い
る
婦
人
作
家
の
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一
人
で
あ
る
が
、
「
孤
児
マ
リ
ー
」
（
第
一
書
房
・
堀
口
大
学
氏
訳
）
で
は
、
や
や
い
く
ら
か
マ
リ
ー
の

性
格
の
内
面
的
発
達
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
孤
児
院
の
苦
し
い
生
活
を
描
い
て
い
る
。
特
に
、
最
後
の
死
の

床
で
尼
さ
ん
が
、
尼
に
な
ん
か
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
唸
く
よ
う
に
告
げ
る
あ
た
り
の
描
写
で
は
、
作

者
オ
オ
ド
ゥ
ウ
が
修
道
院
や
尼
の
生
活
に
感
じ
て
い
る
抗
議
が
行
間
か
ら
迫
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

オ
オ
ド
ゥ
ウ
で
も
そ
の
範
囲
で
あ
っ
て
、
多
く
の
若
い
女
性
の
少
女
期
が
、
親
の
膝
下
で
ふ
ー
わ
り
と
過

さ
れ
て
い
る
か
、
例
外
と
し
て
不
幸
な
孤
児
院
や
寄
宿
学
校
の
生
活
に
境
遇
と
し
て
暮
す
程
度
で
、
人
間

精
神
の
推
進
の
欲
望
が
激
し
く
周
囲
と
ぶ
つ
か
っ
て
ゆ
く
少
女
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
欧
州
の
社
会
で
も
、
男
の
子
と
女
の
子
と
の
精
神
の
自
覚
の
上
に
こ
れ
だ
け
の
ち
が
い
が
在
ら
せ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
私
た
ち
は
深
く
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
の
問
題
が
、
も
し
今
日
ジ

ョ
ル
ジ
・
サ
ン
ド
が
「
ア
ン
ジ
ア
ナ
」
（
岩
波
文
庫
）
の
序
文
で
希
望
し
説
明
し
て
い
る
方
向
に
解
決
さ

れ
て
い
る
な
ら
、
女
性
が
最
も
の
び
や
か
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク

の
「
こ
の
心
の
誇
り
」
の
悲
劇
は
発
生
し
な
い
筈
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　
日
本
の
近
代
文
学
の
な
か
に
は
、
「
車
輪
の
下
」
「
プ
チ
・
シ
ョ
ー
ズ
」
と
並
ぶ
種
類
の
作
品
は
思
い

浮
ば
な
い
。
日
本
近
代
精
神
の
こ
の
特
徴
は
ま
た
意
味
ふ
か
い
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
原
因
は
、
少
く
と
も

明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
若
い
時
代
の
教
育
は
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
宗
教
の
根
ぶ
か
く
残
酷
な
独
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断
に
煩
わ
さ
れ
毒
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
実
際
の
条
件
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
明
治
の
啓
蒙
は
福

沢
諭
吉
な
ど
の
努
力
と
貢
献
に
よ
っ
て
、
人
間
の
明
る
く
健
か
な
合
理
を
愛
す
る
知
性
に
向
っ
て
、
暗
い

封
建
と
た
た
か
う
た
め
に
指
導
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
な
宗
教
の
重
圧
と
は
ち
が
う

日
本
の
封
建
の
重
し
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
な
は
だ
複
雑
で
、
そ
の
埒
か
ら
よ
り
広
い
精
神
の
世
界
に
飛

び
立
と
う
と
す
る
羽
ば
た
き
は
、
近
代
の
日
本
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
響
い
て
い
る
。
明
治
二
十
年
代

の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
も
そ
の
後
の
自
然
主
義
も
、
そ
の
羽
音
に
は
、
過
去
の
因
習
に
対
し
て
人
間
精
神

の
自
立
と
勝
利
と
を
求
め
る
響
を
つ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
か
ら
の
影

は
ど
ん
な
に
深
い
密
雲
で
若
々
し
い
精
神
の
行
手
を
遮
り
、
そ
の
方
向
を
か
え
、
或
は
中
途
で
萎
靡
さ
せ

た
か
と
い
う
悲
痛
な
歌
の
曲
節
も
同
じ
く
近
代
日
本
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
の
消
長
と
と
も
に
響
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
の
歌
が
、
日
本
の
近
代
文
学
の
な
か
で
は
少
年
の
内
的
生
活
の
波
瀾
の
描
写
と
し
て
よ
り
は
、

青
年
期
の
憂
悶
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
私
た
ち
の
注
目
を
ひ
く
。
島
崎
藤
村
の
「
春
」
「
桜

の
実
の
熟
す
る
時
」
は
い
ず
れ
も
明
治
二
十
年
代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
な
か
に
生
れ
二
十
歳
前
後
の

青
年
文
学
者
の
心
の
動
き
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
の
「
暗
夜
行
路
」
は
青
年
か
ら
壮
年
に

わ
た
る
日
本
の
一
知
識
人
の
内
的
過
程
を
描
い
た
も
の
と
し
て
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
ば
少
年
少
女
の
心
の
生
活
は
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
ん
な
に
幸
福
で
大
人
の
世
界
と
の
摩
擦

も
な
し
に
す
く
す
く
と
伸
び
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
実
際
は
例
え
ば
細
井
和
喜

蔵
の
「
女
工
哀
史
」
な
ど
は
た
だ
一
巻
の
頁
の
う
ち
に
若
く
稚
い
魂
と
肉
体
の
無
限
の
呻
吟
を
つ
た
え
て

い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
何
故
、
近
代
日
本
の
文
学
の
作
品
は
異
っ
た
形
で
い
く
つ
か
の
「
車
輪
の
下
」

や
「
プ
チ
・
シ
ョ
ウ
ズ
」
を
持
た
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
明
治
以
来
の
文
化
の
成
長
は
未
だ
封
建
を
脱
皮
し
き
っ
て
い
な
く
て
、
日
本
の
社
会
と
家
庭
の
生
活
に

お
け
る
少
年
た
ち
少
女
た
ち
の
存
在
は
、
自
分
を
一
人
の
人
間
と
し
て
明
瞭
に
自
覚
す
る
こ
と
を
非
常
に

お
く
ら
さ
れ
て
来
て
い
る
。
青
年
期
に
ず
っ
と
近
づ
い
て
初
め
て
自
分
の
周
囲
に
対
す
る
目
と
心
と
を
開

か
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
作
家
た
ち
が
稚
く
若
い
日
の
心
の
成
長
の
苦
悩
を
描
こ
う
と
す
る
場
合
に
も
、

現
れ
る
の
は
青
年
時
代
の
姿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
に
封
建
の
力
が
つ
よ
け
れ
ば
つ
よ
い
ほ
ど
自
分

と
い
う
も
の
の
人
間
性
の
自
覚
は
、
生
理
の
成
長
よ
り
ず
っ
と
お
そ
く
精
神
の
上
に
辛
く
も
開
花
す
る
の

が
例
で
あ
る
。
徳
永
直
の
「
他
人
の
中
」
は
、
い
く
ら
か
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
あ
と
を
追
っ
た
筆
致
で
あ
る
が
、

山
本
有
三
の
「
路
傍
の
石
」
と
と
も
に
境
遇
的
描
写
の
範
囲
で
少
年
の
生
活
の
苦
渋
を
描
い
て
い
る
。

　
二
三
年
前
、
坪
田
譲
治
な
ど
の
子
供
の
世
界
を
描
い
た
作
品
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
が
、
あ
の

時
代
の
作
品
で
も
、
稚
さ
か
ら
若
さ
に
発
展
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
肉
体
と
精
神
と
が
、
今
日
の
現
実
の
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う
ち
に
遭
遇
す
る
種
々
様
々
の
困
難
に
ま
で
ふ
れ
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
お

お
か
た
は
大
人
の
心
が
そ
こ
に
休
安
を
見
出
す
よ
す
が
と
し
て
工
合
よ
く
配
置
さ
れ
た
稚
い
世
界
を
扱
っ

た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　
欧
州
の
文
学
の
中
で
さ
え
、
境
遇
の
条
件
と
の
関
係
で
は
受
身
に
お
か
れ
て
描
か
れ
て
い
る
若
い
娘
た

ち
少
女
た
ち
の
内
的
生
活
が
、
日
本
の
近
代
文
学
の
中
で
は
果
し
て
少
女
小
説
か
ら
い
く
ら
歩
み
出
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
再
び
、
細
井
和
喜
蔵
の
著
書
が
念
頭
に
浮
ん
で
来
る
。
あ
の
よ
う
に
し
て
挫
折

す
る
夥
し
い
若
い
生
命
の
声
は
、
ど
ん
な
作
品
の
な
か
に
反
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
心
理
分
析
の
手
法
で
、
少
女
か
ら
若
い
娘
に
う
つ
る
微
妙
な
時
期
の
嫉
妬
や
あ
て
ど
の
な
い
愛
の
も
だ

え
を
扱
っ
た
映
画
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
現
れ
て
い
て
、
日
本
で
も
そ
の
模
倣
め
い
た
試
み
が
さ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
は
情
緒
的
な
雰
囲
気
の
味
が
目
ざ
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
、
社

会
の
因
習
に
揉
ま
れ
つ
つ
、
そ
れ
に
抗
し
て
一
個
の
女
性
と
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
精
神
の
成
長
の
過
程

を
描
く
よ
う
な
厳
粛
な
努
力
は
払
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
窪
川
稲
子
の
「
素
足
の
娘
」
は
、
単
に
境

遇
の
条
件
と
の
た
た
か
い
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
に
人
間
と
し
て
何
か
を
求
め
て
成
長
し
よ
う
と
し
て
い

る
少
女
か
ら
若
い
娘
へ
の
推
移
の
あ
る
時
期
を
描
い
た
数
す
く
な
い
婦
人
作
家
の
作
品
の
う
ち
の
一
つ
で

あ
る
。

16若き精神の成長を描く文学



　
樋
口
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
は
吉
原
と
い
う
独
特
な
環
境
に
あ
る
少
年
少
女
の
稚
い
恋
を
描
い
た
近

代
古
典
と
し
て
有
名
で
あ
る
し
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
明
治
二
十
年
末
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
生
ん
だ
文
学

の
一
つ
の
高
峯
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
こ
に
あ
る
美
は
全
く
感
性
的
な
情
趣
的
な
も
の
で
、
主
題
は
人
間

精
神
の
成
長
の
問
題
よ
り
む
し
ろ
、
稚
い
日
の
恋
の
淡
く
忘
れ
が
た
い
思
い
出
を
の
こ
し
て
流
離
し
て
ゆ

く
浮
世
の
は
か
な
さ
と
い
う
も
の
の
風
情
の
上
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
と
し
て
の
人
間
精
神

の
確
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
葉
も
時
代
の
制
約
の
な
か
に
あ
っ
て
、
確
立
を
不
可
能
に
し
て
い
る

世
の
中
の
、
女
へ
の
掟
に
身
を
う
ち
当
て
て
文
学
は
そ
の
訴
え
の
姿
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
小
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
少
年
や
少
女
た
ち
は
、
こ
の
一
二
年
の
間
に
夥
し
い
数
で
ひ
ろ
く
荒
い
生
産

の
場
面
に
身
と
心
と
を
さ
ら
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
の
明
日
の
文
学
は
こ
れ
ら
の
稚
く
若
々
し

い
肉
体
と
精
神
の
成
長
の
た
め
の
た
た
か
い
と
そ
の
悲
喜
と
を
、
ど
の
よ
う
に
愛
惜
し
誠
意
を
披
瀝
し
て

お
の
れ
の
文
学
の
う
ち
に
描
き
出
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
十
一
月
〕
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