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私
た
ち
の
日
々
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
現
実
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
ひ
と
で
も
、
そ
の

人
々
の
生
き
て
い
る
時
代
と
そ
の
人
の
生
活
の
属
し
て
い
る
社
会
環
境
と
か
ら
離
れ
て
生
活
を
持
つ
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
ど
ん
な
に
目
立
た
な
い
朝
夕
を
つ
つ
ま
し
く
送
っ
て
い
る
ひ
と
の
一
生
を
と
っ
て
み
て

も
、
そ
の
人
の
存
在
は
先
ず
地
球
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
一
個
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま

っ
て
永
い
人
類
進
化
の
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
更
に
そ
の
人
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く

て
、
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
必
ず
地
球
上
に
今
日
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
国
と
い
う

も
の
に
結
び
つ
い
て
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
そ
の
意
味
で
は
広
い
人
類
の
世
界
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ

の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
国
の
歴
史
が
め
ぐ
り
あ
っ
て
ゆ
く
運
命
と
決
し
て
切
り
は
な
さ
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
そ
の
国
の
歴
史
の
動
き
と
い
う
も
の
は
ま
た
実
に
複
雑
な
性
質
を
も
っ
て
い
て
、
決
し
て
手
品

師
の
一
本
の
棒
の
上
で
ま
わ
っ
て
い
る
一
枚
の
皿
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
種
々
様
々
の
国
内
の
社
会

構
成
の
力
の
消
長
に
よ
っ
て
推
移
す
る
。
そ
の
複
雑
な
い
く
つ
も
の
社
会
的
な
力
の
摩
擦
融
合
の
根
源
は
、

世
界
史
の
一
部
分
と
し
て
生
き
て
い
る
そ
の
国
が
、
自
身
の
存
在
の
た
め
に
日
夜
行
っ
て
い
る
自
転
と
、

自
転
し
つ
つ
二
六
時
中
国
際
的
諸
関
係
と
接
触
し
て
そ
の
間
の
関
係
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
、
そ
の

二
つ
の
重
な
り
あ
っ
た
歴
史
か
ら
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
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そ
う
思
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
今
日
の
日
本
に
生
ま
れ
て
生
き
て
い
る
一
人
一
人
の
若
い
女
性
た
ち
の

生
命
の
意
味
と
い
う
も
の
も
、
何
と
深
い
広
い
内
容
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
或
る
国

の
或
る
時
代
に
、
或
る
親
た
ち
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
範
囲
に
限
っ
て
み
れ
ば
全

く
偶
然
だ
け
れ
ど
も
、
生
ま
れ
て
、
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
自
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
生

を
最
大
の
可
能
ま
で
花
咲
か
せ
て
、
次
の
世
代
に
つ
た
え
る
べ
き
者
と
し
て
の
歴
史
的
な
必
然
が
生
じ
て

来
る
の
は
面
白
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
よ
く
世
間
に
は
自
分
が
希
望
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
か
ら
、
自
分
の
生
存
の
偶
然
性
を
云
っ
て
、
自
分
の
生
き
て
ゆ
く
時
代
の
そ
の
国
の
歴
史
や
世
界

の
歴
史
に
対
し
て
、
自
分
な
ん
か
責
任
は
な
い
と
い
う
気
持
を
表
明
す
る
ひ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
考
え

か
た
は
人
間
の
生
活
の
真
の
美
し
さ
、
よ
ろ
こ
ば
し
さ
、
面
白
さ
を
理
解
し
て
い
な
い
言
葉
だ
と
思
う
。

生
ま
れ
た
と
い
う
偶
然
が
、
生
活
し
て
ゆ
く
と
い
う
人
間
の
創
造
的
な
よ
り
高
貴
な
必
然
に
か
わ
る
瞬
間

は
、
歴
史
と
い
う
も
の
社
会
と
い
う
も
の
の
力
で
生
活
が
支
配
さ
れ
て
い
る
一
方
、
常
に
そ
れ
に
働
き
か

け
そ
れ
を
作
っ
て
ゆ
く
者
と
し
て
自
分
を
現
し
て
ゆ
く
と
い
う
微
妙
な
い
き
さ
つ
の
中
に
ひ
そ
め
ら
れ
て

い
る
。
歴
史
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
一
人
一
人
の
人
間
が
、
結
局
は
明
日
の
歴
史
の
つ
く
り
主
で
あ

る
と
い
う
興
味
尽
き
な
い
活
動
性
の
流
れ
の
な
か
に
、
私
た
ち
の
生
の
刻
々
も
燃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
私
た
ち
の
生
活
は
、
遙
か
に
遠
い
遠
い
昨
日
か
ら
つ
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
悠
久
的

4世代の価値



な
明
日
の
希
望
へ
ま
で
も
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
生
の
意
味
は
、
時
間
的
に
過
去
と
未
来

と
を
う
け
わ
た
す
ば
か
り
で
な
く
、
明
日
へ
何
か
よ
り
よ
き
も
の
を
齎
そ
う
と
願
う
人
間
の
熱
意
の
表
現

で
あ
り
具
体
化
で
あ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
人
々
は
、
一
個
の
人
間
の
表
面
的
な
弱
さ
や
生
命
の
短
か
さ
や
に
つ
い
て
感
じ
や
す
い
心
を
も

っ
て
い
る
と
思
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
弱
く
も
あ
り
百
年
も
生
き
な
い
一
人
一
人
の
人
間
の
生
命

と
生
活
と
い
う
も
の
に
、
ど
ん
な
か
く
さ
れ
た
蓄
積
と
期
待
す
べ
き
未
来
ま
で
へ
の
可
能
が
蔵
さ
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
お
ど
ろ
き
を
新
に
す
る
感
動
は
、
割
合
忘
ら
れ
が
ち
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
自
分
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
可
能
を
発
見
し
そ
れ
を
信
じ
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
最
大
の
骨
折
り

を
惜
し
ま
ず
生
き
と
お
す
者
は
、
そ
れ
は
人
類
の
な
か
の
人
類
、
人
間
の
中
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
明
瞭
に
知
っ
て
自
分
の
生
活
の
感
情
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
ひ
と
は
、
果
し
て
何
人
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
女
は
昔
か
ら
よ
く
大
地
に
譬たと
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
は
、
女
が
母
と
な
っ
て
人
間
の
世
代
を
絶
や

さ
ぬ
豊
か
な
土
壌
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
云
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
大
地
は
一
応
う
け
身

に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
大
地
の
歴
史
は
、
人
間
の
出
現
と
そ
の
人
間
た

ち
の
大
地
へ
の
働
き
か
け
が
始
ま
っ
た
日
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
昨
日
か
ら
今
日
を
生
き
て
明
日
を
生
む
歴
史
の
担
い
て
と
し
て
、
女
は
こ
れ
ま
で
随
分
生
物
的
に
ば
か
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り
そ
の
任
務
を
果
し
て
き
た
と
思
う
。
人
間
の
こ
の
社
会
へ
の
誕
生
は
偶
然
で
あ
る
が
や
が
て
そ
の
存
在

の
価
値
は
必
然
に
か
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
ふ
か
い
歴
史
の
発
展
へ
の
か
か
わ
り
を
、
女
の
ひ
と
は
、

娘
か
ら
妻
と
な
り
母
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
生
理
の
過
程
を
中
軸
に
し
て
辿
っ
て
き
て
い
た
と
思
え
る
。

愛
の
展
開
も
従
っ
て
本
能
的
に
行
わ
れ
て
、
女
の
母
性
的
な
愛
の
本
質
は
非
常
に
豊
か
に
潤
沢
な
も
の
で

あ
る
筈
な
の
に
、
女
の
歴
史
の
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
場
面
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
と
い
う
墻かき
の
内
に
限
ら
れ

て
い
た
と
お
り
、
愛
の
作
用
ま
で
無
意
識
の
狭
さ
を
与
え
ら
れ
た
。
女
は
愛
情
ふ
か
い
も
の
と
さ
れ
な
が

ら
、
そ
の
愛
は
主
観
的
で
、
身
の
ま
わ
り
だ
け
に
没
頭
の
形
を
と
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
現
代
は
、
世
界
史
が
一
つ
の
画
期
を
つ
く
り
出
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
、
そ
の
中
で
の
日
本
も
未
曾
有
の

複
雑
な
転
回
を
示
し
て
い
る
。
時
々
刻
々
に
社
会
全
般
の
生
活
が
動
い
て
行
っ
て
い
て
、
そ
の
動
き
の
中

で
は
種
々
様
々
の
声
と
行
動
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
声
な
り
行
動
な
り
が
そ
れ
自
身

完
結
完
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
無
い
の
だ
か
ら
、
今
日
か
ら
明
日
へ
つ
づ
く
現
代
の
歴
史
的

な
推
移
の
間
で
、
私
た
ち
は
自
分
た
ち
と
し
て
の
生
の
モ
ラ
ル
を
掴
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
代
に
生
れ

あ
わ
せ
た
最
高
の
可
能
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
う
。
外
見
の
上
で
は
、
昨
日
ま
で
の
幾
千

万
の
女
性
た
ち
が
経
て
来
た
と
お
り
、
妻
と
な
り
母
と
な
る
形
で
自
分
の
生
を
拡
大
し
て
ゆ
く
に
し
ろ
、

今
日
の
若
い
女
性
は
既
に
自
身
の
そ
の
過
程
に
対
し
て
無
意
識
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
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で
あ
ろ
う
。
女
だ
か
ら
子
を
生
む
。
そ
う
い
う
単
純
な
生
理
に
従
う
だ
け
で
な
く
、
次
の
世
代
と
し
て
の

子
供
ら
の
母
と
な
る
と
い
う
社
会
的
な
自
覚
と
責
任
の
中
に
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
よ
う
と
さ
れ
て
来
て
い
る
。

そ
の
自
然
な
力
づ
よ
い
生
の
よ
ろ
こ
び
の
確
保
の
た
め
に
も
、
自
身
の
愛
の
成
就
の
た
め
に
も
、
私
た
ち

は
自
分
た
ち
の
時
代
が
、
い
か
に
き
の
う
に
つ
な
が
り
、
い
か
に
明
日
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
歴
史
が
現
代
の
よ
う
に
強
烈
な
動
き
を
起
し
て
い
る

時
代
に
あ
っ
て
は
、
生
の
よ
ろ
こ
び
、
愛
の
成
就
そ
の
も
の
も
単
一
平
坦
な
道
を
通
る
こ
と
が
む
ず
か
し

く
て
、
あ
る
場
合
に
は
殆
ど
耐
え
が
た
い
よ
う
な
悲
傷
、
痛
心
を
耐
え
終
せ
て
、
自
分
た
ち
の
愛
を
完
う

せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
場
合
も
殖
え
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
勇
気
と
か
堅
忍
と
か
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
云
わ
れ
る
が
、
勇
気
や
堅
忍
を
可
能
に
す
る
力
は
何
に
よ

っ
て
湧
く
の
だ
ろ
う
。
生
活
の
意
味
に
対
す
る
明
る
い
知
と
愛
と
を
抜
い
て
、
人
は
真
に
勇
気
に
満
ち
る

こ
と
も
堅
忍
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
勇
気
と
か
堅
忍
と
か
い
う
も
の
は
、
結
果
で
は
な
く
て
一

つ
の
行
動
の
内
面
的
な
弾ば
機ね
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
々
の
生
活
で
、
歴
史
か
ら
つ
く
ら
れ
た
者
で
あ
る
と

同
時
に
歴
史
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
価
値
を
は
っ
き
り
わ
が
も
の
と
し
て
感
じ

と
っ
た
と
き
、
小
さ
い
一
つ
の
行
動
も
深
く
大
き
い
そ
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
き
、
私
た
ち
は
本

当
の
勇
気
と
堅
忍
と
の
沈
着
で
透
明
な
喜
悦
を
心
に
感
じ
る
の
だ
と
思
う
。
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生
の
喜
悦
は
、
現
代
で
は
ま
す
ま
す
精
励
な
人
間
の
精
神
と
肉
体
と
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
と
な

り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
た
だ
一
度
し
か
な
い
自
分
た
ち
の
生
を
ど
ん
な
に
い
と
お
し
ん
で
い

る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
い
い
価
値
で
そ
れ
を
発
揮
さ
せ
た
い
と
切
望
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
今
日
と
明
日
と

の
よ
り
ゆ
た
か
な
生
活
の
確
信
の
た
め
に
、
私
た
ち
が
人
類
の
文
化
の
歴
史
に
つ
い
て
、
日
本
の
過
去
の

業
績
に
つ
い
て
何
程
か
の
知
識
を
増
す
こ
と
は
、
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
先
ず
、
私
た
ち
の
生
棲
す
る
地
球
の
上
に
、
人
類
と
い
う
も
の
の
生
活
は
ど
ん
な
風
に
発
足
し
て
、
発

達
し
て
来
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
民
族
の
分
布
、
社
会
の
発
生
、
習
俗
の
伝
承
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
・
芸
術
は

ど
ん
な
に
し
て
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
等
の
問
い
に
答
え
る
の
は
世
界
文
化
史
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
西
洋
史
も
東
洋
史
も
国
史
も
習
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
今
よ
り
進
歩
し
た

欲
求
で
人
類
の
文
化
の
跡
を
見
直
し
た
い
と
思
う
時
そ
れ
ら
の
知
識
は
散
漫
な
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

わ
か
り
や
す
く
、
や
さ
し
い
本
と
い
う
こ
と
で
コ
フ
マ
ン
の
「
世
界
人
類
史
物
語
」
（
岩
波
文
庫
・
上
下

二
巻
）
を
軽
蔑
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
特
に
こ
の
物
語
は
著
者
コ
フ
マ
ン
の
活
溌
な
精
神
を
よ
く
映

し
て
い
る
。
例
え
ば
人
類
が
最
初
の
火
を
自
分
た
ち
の
生
活
の
な
か
に
と
ら
え
て
来
た
と
き
の
こ
と
に
つ

い
て
も
、
縫
針
と
い
う
も
の
を
発
明
し
た
き
っ
か
け
な
ど
に
つ
い
て
も
、
極
め
て
活
々
と
し
た
人
間
の
実

験
の
精
神
・
偉
大
な
創
意
の
導
き
と
し
て
の
日
常
の
さ
さ
や
か
な
思
い
つ
き
、
精
神
の
こ
ま
や
か
な
敏
活
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さ
な
ど
が
、
大
切
に
評
価
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
な
か
で
は
、
そ
の
よ
う
に
人
類
の
創
意

性
の
よ
ろ
こ
び
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
伝
説
と
い
う
も
の
が
は
か
ら
ず
示
し
て
い
る
過
去
の
不

条
理
と
い
う
も
の
に
も
明
る
い
問
い
か
け
を
投
げ
て
い
る
。
パ
ン
ド
ラ
と
い
う
人
類
の
は
じ
め
て
の
女
性

が
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
憂
苦
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
物
語
も
、
コ
フ
マ
ン
は
何
故

ギ
リ
シ
ア
時
代
の
社
会
生
活
が
最
初
の
女
性
に
そ
う
い
う
い
や
な
役
割
を
演
じ
さ
せ
た
か
と
い
う
、
当
時

の
女
の
地
位
に
も
ふ
れ
て
疑
問
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
本
よ
り
も
成
人
の
読
者
の
た
め
に
か
か
れ
た
の
が
、
ウ
エ
ル
ズ
の
「
世
界
文
化
史
大
系
」
（
北
川

三
郎
訳
・
上
下
二
巻
）
で
あ
る
。
ウ
エ
ル
ズ
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
っ
て
全
世
界
が
再
建
設
の
悩
み
に

も
が
い
て
い
た
一
九
一
八
年
に
、
こ
の
尨
大
な
著
述
に
着
手
し
た
。
新
し
い
世
界
が
人
間
に
よ
り
幸
福
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
造
ら
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
希
望
と
、
当
時
の
世
界
的
紛
糾
動
乱

の
間
に
歴
史
の
進
化
し
て
ゆ
く
必
然
の
水
脈
を
見
出
し
て
ゆ
く
手
が
か
り
と
し
て
、
一
般
読
書
人
の
た
め
、

常
識
の
整
理
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
。
地
球
の
生
成
か
ら
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
会
議
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
内
容
は
、

各
専
門
部
門
に
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
の
知
識
が
動
員
さ
れ
て
い
て
、
委
員
と
し
て
四
十
何
名
か
の
学
者
た
ち

が
参
加
し
て
い
る
。

　
北
川
三
郎
氏
の
訳
に
よ
る
大
系
二
冊
は
、
努
力
の
仕
事
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
が
大
き
く
て
机
の
上
に
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ど
っ
し
り
と
お
い
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
便
が
あ
り
、
高
価
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
訳
に
は

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
訳
者
插
入
の
研
究
が
自
由
に
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
て
（
例
え
ば
文
字
の
部
分
に
あ
る
朝

鮮
文
字
の
研
究
な
ど
）
そ
の
よ
う
な
研
究
に
特
別
の
見
識
を
も
た
な
い
読
者
は
何
か
戸
惑
い
を
感
じ
る
と

こ
ろ
も
な
く
は
な
い
。

　
こ
の
ウ
エ
ル
ズ
の
文
化
史
大
系
が
、
よ
り
ま
と
ま
り
よ
く
整
え
ら
れ
て
「
世
界
文
化
史
概
観
」
（
長
谷

部
文
雄
訳
上
下
二
冊
岩
波
新
書
）
と
な
っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
概
観
は
初
め
一
九
二
二
年
に
現
れ
、

次
い
で
一
九
三
四
年
に
改
訂
版
が
出
た
。
ウ
エ
ル
ズ
は
大
系
を
五
分
の
一
ほ
ど
に
圧
縮
し
、
内
容
も
殆
ど

全
部
か
き
直
し
た
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
九
二
二
年
か
ら
後
の
十
年
間
こ
そ
今
日
の
世
界
史

の
大
動
揺
が
そ
の
底
に
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
深
刻
な
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。

「
こ
の
書
を
通
読
し
て
ま
ず
感
歎
す
る
こ
と
は
、
宇
宙
の
創
造
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
世
界
の
歴
史
を

か
か
る
小
冊
子
に
記
述
し
な
が
ら
、
決
し
て
無
味
乾
燥
な
材
料
の
羅
列
に
終
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を

極
め
て
興
味
ふ
か
い
物
語
に
編
み
あ
げ
、
し
か
も
、
そ
の
中
に
烈
々
た
る
文
化
的
精
神
を
織
り
こ
ん
で
い

る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
訳
者
の
序
文
は
、
よ
く
こ
の
概
観
の
特
徴
を
語
っ
て
い
る
。
ウ
エ
ル
ズ
は
、

極
め
て
興
味
ふ
か
い
言
葉
で
、
こ
の
文
化
史
を
結
ん
で
い
る
。
「
人
間
は
ま
だ
や
っ
と
青
春
期
に
あ
る
。

人
間
の
苦
労
は
老
衰
の
疲
労
に
伴
な
う
苦
労
で
は
な
く
、
ま
だ
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
か
ら
増
進
す
る
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力
量
に
伴
な
う
苦
労
で
あ
る
。
吾
々
が
本
書
で
試
み
た
よ
う
に
全
歴
史
を
一
個
の
過
程
と
し
て
眺
め
る
と

き
、
す
な
わ
ち
生
命
の
着
々
た
る
向
上
的
闘
争
を
見
る
と
き
、
そ
の
時
こ
そ
吾
々
は
、
現
在
の
希
望
や
危

険
が
全
歴
史
上
で
占
め
る
真
の
意
義
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
吾
々
は
や
っ
と
人
類
の
偉
大
さ
の
最
初
の

黎
明
期
に
達
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
」
と
。

　
ウ
エ
ル
ズ
が
こ
の
文
化
史
の
な
か
で
云
っ
て
い
る
と
お
り
、
現
在
世
界
の
二
十
一
億
の
人
間
の
上
に
輻

輳
し
て
い
る
危
険
、
混
乱
、
厄
災
が
全
く
未
曾
有
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
科
学
が
人
間
に
曾
て
な
か
っ
た

暴
力
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
恐
れ
を
知
ら
ぬ
思
想
、
徹
底
的
に
透
明
な
陳
述
、
お
よ

び
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
た
立
案
と
い
う
科
学
的
方
法
は
科
学
の
力
を
統
制
す
る
希
望
を
も
人
間
に
与
え
る

。
」
の
で
あ
る
。
執
筆
さ
れ
た
時
期
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
文
化
史
は
当
然
今
日
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
複

雑
な
進
行
状
態
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
慶
応
書
房
版
ヴ
ァ
ル
ガ
の
「
第
二
次
世
界
大
戦
の
性
格
」
は
、
立

体
的
に
リ
ア
ル
に
今
日
の
動
き
の
諸
条
件
と
方
向
と
を
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
頃
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
我
が
闘
争
」
が
一
種
の
流
行
本
と
な
っ
て
、
英
雄
崇
拝
的
文
化
の
感
情
を
満

足
さ
せ
て
い
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、
何
事
か
を
為
す
一
個
の
人
の
力
は
、
実
に
複
雑
な

歴
史
の
動
き
に
内
外
か
ら
影
響
さ
れ
、
そ
れ
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
き

に
あ
げ
た
よ
う
な
読
書
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
英
雄
的
自
意
識
の
つ
よ
い
一
個
の
人
の
著
作
も
読
ま
れ
な
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け
れ
ば
意
味
な
い
と
思
う
。
女
は
英
雄
が
好
き
と
い
う
古
来
の
皮
肉
は
、
女
が
自
立
的
な
人
物
評
価
の
力

を
持
た
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
歴
史
的
に
人
の
動
き
を
把
握
す
る
力
を
持
た
な

か
っ
た
今
日
ま
で
の
文
化
の
低
さ
へ
の
諷
刺
で
あ
る
。

　
ウ
エ
ル
ズ
の
文
化
史
は
、
世
界
的
に
進
出
し
て
い
る
日
本
に
つ
い
て
或
る
程
度
ま
で
ふ
れ
て
い
る
。
世

界
史
の
ど
の
舞
台
を
見
て
も
日
本
は
見
当
ら
な
か
っ
た
過
去
の
在
り
よ
う
と
、
こ
の
点
は
大
変
ち
が
っ
て

来
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
自
分
が
生
れ
、
そ
こ
で
一
生
を
閲けみ
し
、
そ
こ
に
死
ぬ
る
故
国
と
し
て

の
日
本
に
つ
い
て
は
、
世
界
史
と
の
関
係
の
中
で
更
に
一
層
細
か
に
具
体
的
に
知
り
た
い
心
を
も
っ
て
い

る
。

　
こ
の
要
求
に
立
っ
て
考
え
て
見
る
と
、
世
界
史
と
各
国
の
歴
史
と
の
扱
わ
れ
か
た
が
、
従
来
の
文
化
の

中
で
は
何
と
機
械
的
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
愕
お
ど
ろか
れ
る
。
世
界
史
は
何
と
な
く
常
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ

カ
等
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
来
て
い
た
し
、
各
国
史
と
し
て
の
日
本
史
は
そ
の
反
対
に
世
界
史
と
の
横

の
結
合
な
し
に
自
家
製
に
語
ら
れ
て
来
て
い
る
。
そ
の
中
に
入
る
と
、
歴
史
的
現
象
は
次
々
へ
繰
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
現
象
の
そ
の
奥
に
横
わ
っ
て
い
る
筈
の
真
の
社
会
的
条
件
の
推
移
に

ま
で
ふ
れ
て
は
理
解
の
て
づ
る
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
常
だ
っ
た
。

　
日
本
文
化
史
総
論
（
遠
藤
元
男
著
・
三
笠
書
房
・
日
本
歴
史
全
書
第
一
巻
、
定
価
〇
・
九
五
）
は
、
そ
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う
い
う
世
界
史
と
の
横
の
感
覚
も
常
に
保
ち
つ
つ
、
先
ず
日
本
の
社
会
と
文
化
の
項
で
、
時
代
、
地
域
、

社
会
、
民
族
と
文
化
の
関
係
を
説
明
し
、
日
本
の
文
化
の
姿
相
と
性
格
と
の
項
で
原
始
時
代
か
ら
今
日
と

明
日
の
文
化
ま
で
を
考
え
て
い
る
。
た
だ
明
日
の
日
本
の
新
し
い
文
化
を
、
ま
す
ま
す
民
族
的
で
あ
る
だ

ろ
う
と
予
想
し
つ
つ
、
そ
の
特
性
を
農
村
的
で
あ
る
だ
ろ
う
と
断
定
し
て
い
る
著
者
の
見
解
は
、
今
日
の

日
本
の
も
の
の
考
え
か
た
の
或
る
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
永
い
未
来
に
わ
た
っ
て
文
化
の
進

行
の
現
実
の
諸
条
件
を
全
面
的
に
と
ら
え
た
結
論
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
著

者
も
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
同
じ
歴
史
全
書
の
日
本
原
始
文
化
史
（
樋
口
清
之
著
）
が
あ
り
、
日
本
近
代
史
（
小
西
四
郎
著
）
が
あ

り
、
明
治
の
新
社
会
の
生
成
過
程
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
小
さ
い
日
本
近
代
史
を
中
心
と
し
て
、
私
た
ち

は
巻
末
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
参
考
文
献
表
の
中
か
ら
、
「
明
治
維
新
」
（
羽
仁
五
郎
著
・
岩
波
書
店
・
日

本
歴
史
所
収
）
や
「
新
日
本
史
」
（
竹
越
与
三
郎
著
）
な
ど
を
選
び
出
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
し
、
日

本
評
論
社
が
出
版
し
た
「
明
治
文
化
全
集
」
（
二
十
四
巻
）
も
折
々
の
有
益
な
資
料
と
し
て
記
憶
し
て
お

く
こ
と
は
便
利
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
経
済
史
概
要
」
（
土
屋
喬
雄
・
上
下
二
冊
岩
波
全
書
）
は
、
日
本
文
化
が
経
済
条
件
の
向
上
推
移

に
つ
れ
て
変
化
し
て
来
た
そ
の
土
台
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
興
味
ふ
か
く
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
本
で
あ
る
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と
思
う
。
こ
の
本
に
沿
っ
て
、
三
笠
書
房
の
歴
史
全
書
中
の
「
洋
学
論
」
（
高
橋
磌
一
著
）
が
読
ま
れ
た

な
ら
、
著
者
が
一
つ
の
情
熱
を
も
っ
て
、
祖
先
た
ち
が
世
界
の
真
理
の
到
達
点
を
、
わ
が
封
建
の
日
本
へ

新
し
い
力
と
し
て
齎
そ
う
と
し
た
努
力
の
価
値
を
語
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
東
洋
経
済

新
報
社
出
版
の
「
現
代
日
本
文
明
史
」
第
十
四
巻
「
技
術
史
」
（
三
枝
博
音
著
）
も
、
過
去
の
文
献
を
有

効
に
活
か
し
て
い
て
、
や
が
て
続
刊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
同
全
集
中
第
五
巻
「
法
律
史
」
（
宮
沢
俊
義
、
中

川
善
之
助
著
）
第
八
巻
「
産
業
史
」
（
土
屋
喬
雄
著
）
第
十
三
巻
「
科
学
史
」
（
石
原
純
、
菅
井
準
一
著
）

な
ど
と
と
も
に
、
勤
勉
な
読
者
の
た
め
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
思
想
史
と
し
て
は
、
岩
波
書
店
版
の
「
世
界
思
潮
講
座
」
が
、
各
種
の
読
書
手
引
に
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
本
で
あ
る
。
日
本
を
こ
め
た
世
界
思
潮
を
知
る
上
に
役
立
つ
本
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
す
こ
し
読

み
に
く
い
編
輯
方
法
で
あ
る
。
一
冊
の
中
に
一
つ
の
題
目
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
で
、
全
十
二
巻
の
う

ち
、
た
と
え
ば
文
芸
復
興
に
つ
い
て
は
一
巻
、
三
巻
、
五
巻
、
八
巻
、
九
巻
と
、
縦
に
そ
の
一
部
分
ず
つ

が
編
輯
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
工
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
読
む
上
で
の
不
便
は
あ
っ
て

も
、
や
は
り
こ
の
講
座
は
歴
史
上
の
各
思
潮
の
歴
史
と
影
響
と
を
偏
ら
ず
に
解
説
し
て
、
文
化
史
上
の
卓

越
し
た
人
々
の
伝
記
を
も
集
め
て
い
る
と
い
う
点
で
、
今
日
の
若
い
人
々
の
た
め
に
は
特
に
有
益
な
も
の

だ
と
思
う
。
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「
文
学
史
」
と
し
て
、
や
は
り
岩
波
講
座
の
「
世
界
文
学
」
と
「
日
本
文
学
」
及
び
、
日
本
評
論
社
の

「
日
本
古
典
読
本
」
（
十
巻
）
お
よ
び
同
じ
発
行
所
の
「
日
本
文
学
入
門
」
改
造
文
庫
「
欧
洲
文
学
発
達

史
」
等
を
あ
げ
た
い
。
「
日
本
文
学
入
門
」
は
明
治
以
来
昭
和
十
五
年
ま
で
の
日
本
文
学
が
観
察
さ
れ
て

い
て
、
文
献
が
こ
ま
か
く
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
国
文
学
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
方
法
で
研
究

さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
新
し
い
考
察
も
ふ
く
め
ら
れ
て
い
る
。

　
大
体
、
文
化
史
と
い
う
も
の
は
、
何
と
な
し
私
た
ち
に
親
密
に
感
じ
ら
れ
て
と
り
つ
き
や
す
い
と
同
時

に
、
そ
の
文
化
に
つ
い
て
の
述
作
の
中
に
は
様
々
の
夾
雑
的
要
素
が
ま
ぎ
れ
込
ん
で
来
や
す
い
危
険
が
あ

る
。
文
化
の
観
念
は
、
ウ
エ
ル
ズ
の 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

青
春
的
現
代
の
紛
糾
に
あ
っ
て
必
ず
し
も
い
つ
も
明
徹
で
あ

る
と
は
云
え
ず
、
昨
今
は
、
文
化
の
研
究
は
学
問
的
に
、
つ
ま
り
客
観
的
真
実
に
立
っ
て
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
第
一
条
件
に
お
い
て
動
揺
し
て
い
る
例
が
必
ず
し
も
無
く
は
な
い
と
思
う
。
原
始
文
化

の
土
器
に
つ
い
て
語
る
と
き
冷
静
で
あ
る
著
述
家
も
、
今
日
と
明
日
の
文
化
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
主
観

的
な
時
代
的
な
亢
奮
を
示
し
て
い
る
例
も
あ
る
し
、
あ
る
場
合
に
は
、
著
作
者
自
身
に
は
知
ら
れ
て
い
る

だ
け
の
客
観
的
知
識
を
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
で
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
文
化
に
つ
い
て

文﹅
化﹅
的﹅
に
書
か
れ
て
い
る
本
の
非
学
問
性
と
い
う
点
を
、
特
に
今
日
私
た
ち
は
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
う
語
っ
て
長
谷
川
如
是
閑
氏
の
「
日
本
的
性
格
」
（
岩
波
新
書
）
に
ふ
れ
る
と
、
さ
な
が
ら
、
そ
う

い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
著
述
の
代
表
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
著
作
に
す
ま
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
、
こ

の
本
は
お
そ
ら
く
興
味
を
ひ
く
そ
の
書
名
か
ら
も
随
分
広
汎
に
読
ま
れ
て
い
る
本
だ
ろ
う
と
思
う
。
従
っ

て
、
こ
の
本
の
よ
さ
と
読
者
と
し
て
の
不
満
と
を
は
っ
き
り
語
ら
れ
て
も
失
礼
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

本
は
、
第
七
章
か
ら
後
の
方
が
、
初
め
の
部
分
よ
り
現
実
的
に
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
甚
だ
お
も
し
ろ
い
。

　
さ
き
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
日
本
史
に
関
す
る
本
を
読
ん
だ
人
、
ま
た
は
本
庄
栄
治
郎
著
「
日
本
社
会

史
」
（
改
造
文
庫
）
一
冊
を
理
解
し
て
い
る
読
者
は
、
「
日
本
的
性
格
」
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
文
化
伝

統
の
解
釈
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
抱
か
ず
に
い
ら
れ
ま
い
と
思
う
。
例
え
ば
日
本
の
貴
族
は
、

西
洋
の
歴
史
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
侵
入
的
な
外
国
的
存
在
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
貴
族
文
学
と
そ
こ
に

語
ら
れ
て
い
る
心
情
は
当
時
の
全
国
民
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
断
定
で
の
、
貴
族
の
エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
が
農

民
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
が
日
本
の
性
格
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
結
論
は
、
何
と
な
く
読
者
に
う
け
が
い

が
た
い
ば
か
り
で
な
く
、
筆
者
自
身
、
後
段
の
「
日
本
文
化
の
成
立
」
の
中
で
は
、
そ
の
よ
り
正
当
な
解

明
を
与
え
て
い
る
。
今
日
の
読
者
は
、
一
人
の
筆
者
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
或
る
種
の
矛
盾

に
対
し
て
、
文
化
的
明
察
の
敏
感
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
の
よ
っ
て
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来
る
と
こ
ろ
を
我
が
文
化
の
当
面
し
て
い
る
問
題
と
し
て
考
え
る
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と

思
う
。

　
民
族
の
性
格
や
個
人
の
性
格
を
語
る
こ
と
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
一
貫
し
た
真
理
は
、

そ
れ
等
を
決
し
て
固
定
的
に
考
え
て
し
ま
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
こ
の
「
日

本
的
性
格
」
に
日
本
の
性
格
の
本
質
と
し
て
「
中
間
的
」
で
あ
る
こ
と
と
「
簡
素
」
で
あ
る
こ
と
と
「
謙

抑
」
で
あ
る
こ
と
と
が
云
わ
れ
て
い
る
が
、
現
代
の
性
格
と
し
て
私
た
ち
の
日
常
は
周
囲
に
そ
の
文
字
ど

お
り
の
気
風
を
感
じ
な
が
ら
暮
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
簡
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
純
で
も
あ
り
淡
白

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
岡
崎
義
恵
氏
の
日
本
文
学
研
究
の
中
に
は
、
淡
泊
で
あ
る
こ
と

が
「
生
命
力
の
稀
薄
の
あ
ら
わ
れ
」
と
見
ら
れ
て
も
い
る
。
単
純
な
も
の
が
俄
に
複
雑
な
事
象
に
面
し
て

ど
の
よ
う
な
混
乱
に
陥
り
、
性
急
に
陥
る
か
。
性
格
は
動
く
も
の
だ
。
過
去
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る

が
、
や
は
り
生
活
の
刻
々
の
う
ち
に
未
来
に
向
っ
て
つ
く
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
的
な
性
格
の
特
徴
を
肯
定
す
る
と
き
、
そ
れ
と
対
照
的
な
性
格
の
質
を
、
説
明
な
し
で
よ
り
望
ま

し
く
な
い
も
の
の
よ
う
な
語
調
で
語
る
こ
と
も
、
文
化
を
正
し
く
把
握
す
る
態
度
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

日
本
の
女
の
服
装
は
華
や
か
さ
を
内
に
ひ
そ
め
た
も
の
で
あ
り
、
外
国
の
女
は
け
ば
け
ば
し
い
許
り
の
原

色
を
使
う
と
い
う
よ
う
な
対
比
も
、
そ
れ
を
よ
む
日
本
の
若
い
女
性
は
、
何
と
な
し
は
に
か
む
だ
ろ
う
と
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思
う
。
西
洋
の
女
の
服
装
が
、
た
だ
け
ば
け
ば
し
い
ば
か
り
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
灰
色
の
美
し
い
扱

い
か
た
、
黒
の
微
妙
な
調
和
の
手
法
を
、
日
本
の
近
代
人
は
か
え
っ
て
西
欧
の
洗
煉
さ
れ
た
色
感
か
ら
学

ん
で
い
る
こ
と
を
、
女
性
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
的
性
格
」
の
筆
者
が
、
近
代
の
日
本
人
が
、

日
本
の
美
を
発
見
す
る
た
め
に
、
い
つ
も
先
ず
外
国
人
の
評
価
を
さ
き
に
し
て
そ
れ
に
追
随
し
て
来
た
態

度
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
と
こ
ろ
と
思
う
。
そ
れ
を
不
甲
斐
な
い
と
し
て
い
る
の

も
、
至
極
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
残
念
な
こ
と
に
筆
者
は
そ
の
現
象
に
注
目
し
て
不

甲
斐
な
さ
を
感
じ
た
だ
け
で
、
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
っ
て
来
て
い
る
か
、
そ
の
文
化
的
な
原
因

ま
で
追
求
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
、
計
ら
ず
日
本
の
性
格
の
中
間
的
で
あ
り
、
簡
素
さ

が
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
以
来
の
社
会
生
活
の
急
激
な
推
移
は
、
わ
る
い
形
で
外
国
崇
拝
を

習
慣
づ
け
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
常
の
生
活
感
情
を
も
多
面
的
に
変
化
さ
せ
て
い
る
。
過
去
の
芸
術

上
の
美
は
、
改
め
た
目
で
見
直
さ
れ
、
改
め
て
美
し
さ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
と
し
て
歴
史
の
中
に
評
価
さ

れ
直
さ
な
け
れ
ば
、
後
代
の
生
活
感
覚
の
中
に
そ
の
ま
ま
共
感
さ
れ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
「
日
本
美
の
再
発
見
」
の
桂
の
離
宮
の
美
し
さ
の
描
写
に
し
ろ
、
外
国
人
で
あ
る

タ
ウ
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
手
づ
る
に
よ
っ
て
国
の
美
の
宝
石
を
夥
し
く
見
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
が
、
こ
の

国
の
も
の
が
果
し
て
何
人
、
礼
服
着
用
と
た
や
す
く
な
い
紹
介
の
い
る
そ
の
建
造
物
の
美
に
直
接
触
れ
て
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い
る
だ
ろ
う
か
。
絵
画
に
つ
い
て
も
、
彫
刻
に
つ
い
て
も
国
文
学
上
の
原
典
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
云
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
明
か
に
自
国
の
文
化
の
評
価
に
対
し
て
私
た
ち
の
負
う
て
い
る
一
つ
の
負
の
面
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
自
分
た
ち
の
持
っ
て
い
る
文
化
の
研
究
が
従
来
は
と
か
く
主
観
的
に
そ
の
も
の
を
構
成
し

て
い
る
諸
要
素
の
内
側
か
ら
だ
け
語
ら
れ
た
と
思
う
。
日
本
の
美
の
一
つ
の
要
素
で
あ
る
省
略
の
趣
向
は
、

ど
の
よ
う
な
生
活
感
情
か
ら
の
つ
な
が
り
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
か
と
外
か
ら
見
て
行
か
ず
、
そ
れ
が

日
本
人
の
直
感
的
な
性
質
で
あ
る
か
ら
と
結
論
で
示
さ
れ
て
ゆ
く
傾
き
が
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
日
本
の

精
神
は
一
般
に
、
よ
り
科
学
的
に
高
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に
分
析
と
綜
合
の
精
神
活
動
が
求

め
ら
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
美
を
も
一
層
豊
富
に
感
得
し
た
い
欲
望
、
即
ち
、
世
界
の
美
感
の
中
へ
つ
き
出

さ
れ
て
猶
色
褪あ
せ
ぬ
美
と
し
て
の
美
し
さ
を
感
じ
た
い
欲
望
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
心
持
が
、
外

国
人
の
優
れ
た
新
鮮
な
感
受
性
に
映
っ
て
整
理
さ
れ
、
美
の
認
識
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
美
の
評
価
を
好

む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
日
本
文
化
や
そ
の
美
が
、
日
本
の
学
問
の
対
象
と
し

て
も
っ
と
理
性
的
に
学
問
的
に
取
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
れ
ば
、
日
本
文
化
は
遂
に
自
身
の
評
価
者

と
し
て
自
身
の
文
化
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
文
化
の
価
値
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
と
き
、
外
国
人
は
元
よ
り
の
こ
と
、
多
く
完
成
さ
れ
て
い
る
古
典
を

対
象
と
す
る
習
慣
も
、
そ
の
理
由
は
う
な
ず
け
る
が
私
た
ち
に
は
或
る
物
足
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
云
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っ
て
み
れ
ば
、
一
定
の
文
化
水
準
に
あ
る
者
に
は
、
外
国
人
に
日
本
画
の
美
し
さ
が
わ
か
る
よ
う
に
、
日

本
人
に
も
フ
ィ
ジ
ア
ス
の
彫
刻
の
均
斉
の
美
は
わ
か
る
の
だ
と
思
う
。
文
化
の
相
互
的
な
理
解
と
い
う
も

の
は
、
そ
の
よ
う
な
古
典
鑑
賞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
に
輝
い
た
精
神
が
、
今
日
の
文
化
面
で
ど
の
よ
う

に
変
化
し
再
出
現
し
、
或
は
破
壊
を
通
し
て
よ
り
新
し
い
も
の
と
し
て
創
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
。

そ
の
た
め
に
世
代
の
営
ん
で
い
る
偽
り
な
い
辛
苦
の
混
乱
を
も
、
や
は
り
懇
ね
ん
ご
ろに
評
価
さ
れ
、
ひ
ろ
い
歴
史

の
前
に
観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
我
々
の
世
代
が
、
文
化
を
十
分
に
享
受
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る

熱
意
と
、
明
日
の
文
化
を
よ
り
豊
に
し
よ
う
と
希
っ
て
つ
と
め
て
い
る
努
力
と
は
周
密
に
観
察
さ
れ
支
持

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
る
。
（
な
お
こ
の
仕
事
の
た
め
に
日
本
歴
史
全
書
中
の
著
書
そ
の
他
に
つ
い
て

助
力
を
与
え
ら
れ
た
友
人
に
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
）
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
十
二
月
〕
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