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は
し
が
き

　
私
が
「
新
潮
」
三
月
号
に
発
表
し
た
「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
」
は
、
私
の
頭
に
疑
問
と
し
て
残

さ
れ
て
ゐ
た
一
つ
の
問
題
を
、
雑
然
と
、
無
秩
序
に
、
し
か
も
甚
だ
例
証
的
に
、
従
つ
て
、
非
常
に
単
純

化
さ
れ
た
姿
に
於
い
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
率
直
に
、
表
白
し
て
、
私
自
身
そ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の

サ
ジ
エ
ツ
シ
ヨ
ン
を
試
み
つ
ゝ
、
大
方
の
示
教
を
乞
ふ
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
多
く
の
批
評
家
と
読
者
と
先
輩
と
友
人
と
が
、
或
は
公
け
に
、
或
は
私
に
、
こ
の
小
論
文
に
対
し
て
、

多
か
れ
少
か
れ
各
自
の
見
解
を
吐
露
し
て
、
私
に
対
し
て
啓
蒙
、
示
教
、
駁
撃
、
共
鳴
等
の
態
度
を
表
示

さ
れ
た
こ
と
は
私
の
非
常
に
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

　
私
自
身
ま
た
、
そ
の
後
、
こ
の
問
題
を
多
少
系
統
的
な
形
に
於
い
て
熟
慮
す
る
余
裕
を
得
た
の
と
、
前

記
諸
氏
に
よ
つ
て
、
直
接
間
接
に
教
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
の
た
め
に
、
私
の
前
の
提
言
が
如
何

に
も
粗
雑
で
あ
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
全
く
妥
当
を
欠
い
た
引
例
な
ど
も
あ
つ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
や
う
に

な
つ
た
。

　
と
は
言
へ
、
私
の
提
出
し
た
問
題
の
最
も
根
本
的
な
部
分
は
、
依
然
と
し
て
未
解
決
の
ま
ゝ
に
残
さ
れ
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て
ゐ
る
し
、
問
題
自
体
が
、
前
記
諸
氏
の
大
部
分
の
人
々
に
よ
つ
て
、
私
の
当
初
の
目
的
と
は
全
く
別
な

方
向
へ
展
開
せ
ら
れ
、
い
は
ゞ
側
線
へ
導
か
れ
て
、
一
見
簡
単
に
片
附
け
ら
れ
て
し
ま
つ
た
や
う
な
観
を

呈
し
た
。
私
の
批
判
者
の
大
部
分
は
、
私
の
提
出
し
た
問
題
を
他
へ
そ
ら
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ツ
マ
ン
の
役

割
を
演
じ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。

　
こ
れ
に
は
勿
論
私
自
身
の
、
あ
の
小
論
文
を
起
稿
す
る
に
際
し
て
の
甚
だ
し
き
不
用
意
、
用
語
の
不
注

意
、
引
例
の
不
妥
当
、
論
理
の
混
迷
、
非
系
統
的
に
問
題
を
無
暗
に
ひ
ろ
げ
て
し
ま
つ
た
こ
と
等
が
禍
ひ

し
て
ゐ
る
こ
と
は
私
の
躊
躇
す
る
と
こ
ろ
な
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
批
判
者
た
ち
が
、
先
づ
事

実
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
粗
笨
な
公
式
で
事
実
を
無
理
矢
理
に
規
定
し
て
し
ま
ひ
、
か
く
て
問

題
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
私
は
考
へ
る
。

　
と
い
ふ
の
は
私
の
提
出
し
た
問
題
が
、
私
の
意
味
す
る
通
り
に
理
解
さ
れ
た
場
合
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の
実
践
的
重
要
性
は
遂
に
何
人
に
よ
つ
て
も
発
見
さ
れ
ず
に
、
か
ゝ
る

問
題
は
、
既
に
一
応
片
附
い
た
問
題
で
あ
る
と
し
て
通
り
過
ぎ
よ
う
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
あ
の
問
題
に
対
す
る
批
判
者
の
批
判
を
批
判
し
つ
ゝ
、
で
き
得
べ
く
ん
ば
、
も
つ
と
系

統
的
な
姿
に
於
い
て
、
問
題
の
所
在
を
明
か
に
す
る
目
的
を
も
つ
て
書
か
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
せ
め
て

私
の
提
出
し
た
問
題
の
意
味
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
の
み
で
あ
る
。
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一
　
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
如
何
に
解
し
た
か
又
解
す
る
か
？

　
私
は
先
づ
こ
の
初
歩
的
な
問
題
か
ら
説
明
し
て
ゆ
く
必
要
を
感
ず
る
。
何
故
か
と
い
へ
ば
、
私
は
前
記

の
論
文
で
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
に
拘
は
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
は
何
か
と

い
ふ
問
題
を
多
く
の
批
判
者
は
私
と
同
じ
や
う
に
は
理
解
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
出
発
点
に
於
け
る
些
か
の
見
解
の
相
違
は
、
到
達
点
に
於
け
る
千
里
の
差
と
な
つ
て
あ
ら
は

れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
文
学
、
即
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
文
学
で
あ
る

と
解
釈
す
る
。
従
つ
て
、
そ
れ
は
一
定
の
、
意
識
さ
れ
た
任
務
を
も
つ
て
ゐ
る
文
学
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
任
務
は
、
個
人
の
霊
感
に
よ
つ
て
感
得
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
最
高
方

針
に
よ
り
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
さ
う
さ
れ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
マ

ル
ク
ス
主
義
政
党
の
一
般
的
活
動
の
中
へ
浸
透
し
て
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

文
学
で
あ
る
と
解
す
る
。
ル
ナ
チ
ヤ
ル
ス
キ
ー
が
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
解
放
の
仕
事
に
助
力
す
る
」
こ

と
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
大
前
提
と
し
て
規
定
し
て
ゐ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
レ
ー
ニ
ン
が
、
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マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
、
社
会
民
主
党
の
「
歯
車
で
あ
り
ネ
ヂ
で
あ
る
」
必
要
が
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
私
の
批
判
者
た
ち
が
、
文
学
は
形﹅
象﹅
の﹅
文﹅
字﹅
で
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

ふ
点
を
重
視
し
て
、
レ
ー
ニ
ン
の
歯
車
と
ネ
ヂ
の
説
を
曲
解
し
、
こ
の
一
語
に
よ
り
て
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
に
於
け
る
政
治
的
優
越
性
が
消
散
し
て
し
ま
ふ
や
う
に
説
い
て
ゐ
る
の
は
甚
だ
し
い
間
違
ひ
で
あ
る
。

　
更
に
進
ん
で
私
は
か
り
に
私
自
身
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
持
ち
主
で
あ
る
と
仮
り
に

定
め
よ
う
。
（
さ
う
い
ふ
仮
定
を
す
る
の
は
僣
越
だ
と
考
へ
る
人
が
あ
る
な
ら
、
私
の
か
は
り
に
田
中
総

理
大
臣
と
か
へ
て
も
差
支
へ
な
い
。
仮
定
は
飽
く
ま
で
も
仮
定
で
あ
る
か
ら
だ
。
）
そ
の
私
が
、
マ
ル
ク

ス
主
義
政
党
の
外
に
あ
り
て
、
党
の
仕
事
と
は
関
係
な
く
、
た
ゞ
文
学
的
感
興
の
湧
く
が
ま
ゝ
に
一
つ
の

文
学
作
品
を
書
い
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
た
と
ひ
そ
の
作
品
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
に

つ
ら
ぬ
か
れ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
私
は
、
そ
の
作
品
を
厳
密
な
意
味
で
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
作
品
と
は

呼
ば
な
い
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
仕
事
を
意
識
し
て
か
ゝ
れ
た
文

学
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
Ａ
と
い
ふ
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
が
、
或
る
明
確
な
意
識
を
も

つ
て
大
衆
を
啓
蒙
す
る
た
め
に
、
社
会
生
活
に
於
け
る
極
め
て
初
歩
の
階
級
性
を
面
白
く
読
ま
せ
な
が
ら

わ
か
ら
せ
る
や
う
な
一
篇
の
大
衆
小
説
を
書
い
た
と
す
る
。
そ
れ
は
、
一
見
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
な
く
と

も
、
良﹅
心﹅
あ﹅
る﹅
作
家
な
ら
誰
に
で
も
書
け
さ
う
な
作
品
で
あ
つ
て
も
、
や
は
り
、
私
は
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
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主
義
の
作
品
と
呼
ぶ
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
は
党
の
仕
事
、
従
つ
て
そ
れ
か
ら
規
定
さ

れ
た
作
家
と
し
て
の
彼
自
身
の
任
務
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
極
端
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
屡
々
起
り
得
る
例
に
よ
り
て
わ
か
る
や
う
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
前
衛
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
党
の
任
務
を
意
識
し
、

そ
の
任
務
の
実
現
に
そ
ふ
や
う
な
目
的
を
も
つ
て
書
か
れ
た
武﹅
装﹅
し﹅
た﹅
文﹅
学﹅
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
政
党

が
十
分
広
汎
な
文
化
の
領
域
を
見
と
ほ
す
視
野
を
も
つ
て
ゐ
る
有
力
な
政
党
で
あ
る
な
ら
ば
、
レ
ー
ニ
ン

が
言
つ
た
や
う
に
文﹅
学﹅
者﹅
に﹅
は﹅
最﹅
大﹅
限﹅
の﹅
自﹅
由﹅
を﹅
与﹅
へ﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
ぬ﹅
と
い
ふ
見
解
を
支
持
す
る
で
あ

ら
う
。
と
い
ふ
の
は
政
治
的
に
は
ク
ー
デ
タ
が
有
効
な
場
合
も
あ
り
、
経
済
的
に
は
最
も
峻
厳
な
諸
種
の

レ
ギ
ユ
レ
ー
シ
ヨ
ン
が
必
要
で
あ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
文
学
は
、
そ
の
本
来
の
特
殊
性
の
た
め

に
、
さ
う
し
た
厳
密
な
政
治
的
規
定
を
与
へ
る
瞬
間
に
、
そ
の
効
果
、
従
つ
て
そ
の
価
値
を
減
殺
し
て
し

ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
価﹅
値﹅
が
社
会
的
な
価
値
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
こ
の
場
合
き
ま
り
き
つ
た
こ
と
で

問
題
は
起
ら
な
い
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
問
題
と
す
る
た
め
に
「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
」
を
書
い

た
の
で
は
な
い
。
こ
の
価
値
は
、
社
会
的
価
値
で
あ
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
他
の

も
の
の
社
会
的
価
値
、
米
や
酒
の
も
つ
て
ゐ
る
社
会
的
価
値
と
も
、
宗
教
や
科
学
が
も
つ
て
ゐ
る
社
会
的

価
値
と
も
ち
が
つ
た
、
芸﹅
術﹅
的﹅
価﹅
値﹅
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
と
で
説
明
す
る
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
レ
ー
ニ
ン
が
文
学
者
に
は
最﹅
大﹅
限﹅
の﹅
自﹅
由﹅
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
つ
た
の

は
、
無﹅
制﹅
限﹅
の﹅
自﹅
由﹅
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
つ
た
の
と
は
ち
が
ふ
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
最
大
限
と
い
つ
て
も
矢
張
り
限
度
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
限
度
は
政
治
的
に
規
定
さ
れ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
が
ど
ん
な
自
由
を
も
つ
に
し
て
も
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
を
宣
伝
す
る
や
う
な
お

そ
れ
の
あ
る
作
品
を
書
く
自
由
も
も
た
な
け
れ
ば
、
更
に
甚
だ
し
き
は
、
同
じ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
称
し

つ
ゝ
、
党
の
政
策
に
反
対
す
る
小
数
反
対
派
の
（
現
在
の
ロ
シ
ア
で
は
た
と
へ
ば
ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
の
）
思

想
を
宣
伝
す
る
自
由
も
も
た
な
い
。
自
由
と
い
ふ
の
は
表
現
の
手
法
や
技
術
上
の
自
由
で
あ
り
、
ど
こ
の

国
で
も
作
家
の
頭
は
概
し
て
理
論
的
に
は
粗
雑
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
、
認
識
の
不
十
分
に
対
す
る

寛
容
で
あ
つ
て
、
政
治
的
に
反
対
の
見
解
を
も
包
容
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
場

合
に
は
ど
ん
な
す
ぐ
れ
た
作
家
で
も
「
涙
を
の
ん
で
」
粉
砕
す
る
条
件
を
つ
け
ら
れ
た
上
で
の
自
由
で
あ

る
。
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
作
品
に
於
け
る
政
治
的
価
値
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
を
主
張
し
た
理
由
は
こ
ゝ
に
起
因

す
る
の
で
あ
る
。

「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
」
に
は
、
此
の
点
が
、
私
が
今
言
つ
た
や
う
に
は
つ
き
り
と
説
明
さ
れ
て

ゐ
な
か
つ
た
。
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
別
名
若
し
く
は
そ
の
一
部
分
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
」

と
い
ふ
や
う
な
、
誤
解
を
招
き
易
い
言
葉
が
用
ゐ
ら
れ
て
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
青
野
季
吉
氏
の
批
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判
に
答
へ
た
「
目
的
意
識
の
昇
華
」
と
い
ふ
小
論
の
中
で
は
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
は
つ
き
り
と
こ
の
点

を
述
べ
て
お
い
た
筈
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
後
に
あ
ら
は
れ
た
批
判
者
た
ち
も
、
依
然
と
し
て
青
野
氏

と
同
様
に
自
然
発
生
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
を
混
同
し
て
議
論
を
展
開
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
間
か
ら
自
然
に
発
生
す
る
文
学
作
品
を
、
そ
れ
が
た
と
ひ
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
イ
に
浸
透
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
と
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
呼
ぶ
こ
と
を
欲
し
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
政﹅
治﹅
的﹅
目﹅
的﹅
を
意
識
さ
れ
ず
に
書
か
れ
た
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
や
う
ど
十
八
世
紀
の
啓
蒙
派
の
作
品
や
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
初
期
の
作

品
は
革
命
的
文
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
も
ち
な
が
ら
、
十
九
世
紀

中
葉
以
後
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
作
家
の
作
品
を
革
命
的
文
学
と
呼
ぶ
の
が
不
適
当
で
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
尤

も
こ
の
例
は
適
当
で
は
な
い
。
当
時
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
意
識
は
全
人
類
的
意
識
の
外
観
を
帯
び
て
ゐ
て
真

に
階
級
的
で
は
な
か
つ
た
か
ら
だ
。
真
の
階
級
意
識
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
共
に
は
じ
ま
つ
た
か
ら
だ
。

　
広
義
に
於
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
の
相
違
は
、
前
者
は
大
衆
の
文
学
で
あ

り
、
後
者
は
前
衛
の
文
学
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
存
す
る
。
前
者
は
政
治
的
目
的
を
意
識
せ
ず
に
自
然
に
発

生
し
成
長
し
て
来
た
文
学
で
あ
り
、
後
者
は
明
確
に
政
治
的
目
的
を
意
識
し
て
、
そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
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た
め
に
書
か
れ
た
文
学
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
存
す
る
。
こ
ゝ
で
、
殆
ん
ど
こ
と
は
る
必
要
も
な
い
の
で
あ

る
が
、
何
で
も
す
き
さ
へ
あ
れ
ば
、
誤
解
し
よ
う
と
待
ち
も
う
け
て
ゐ
る
や
う
な
批
評
家
た
ち
の
た
め
に

断
つ
て
お
く
が
、
私
が
こ
ゝ
で
大
衆
の
文
学
と
い
ふ
の
は
、
所
謂
大
衆
文
学
即
ち
大
衆
の
た
め
に
書
か
れ

た
文
学
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
こ
の
意
味
の
大
衆
文
学
も
あ
れ
ば
極
め
て
非
大
衆
的
な
文
学

が
あ
つ
て
も
差
支
へ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
に
、
前
衛
の
文
学
と
い
ふ
の
も
、
前
衛
の
た
め
に
書
か
れ

る
文
学
の
意
味
で
は
な
く
て
、
前
衛
が
大
衆
の
た
め
に
書
く
文
学
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
み
か
、
む
し
ろ
こ

の
場
合
は
後
者
の
方
が
普
通
で
あ
る
位
で
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
、
私
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
い
ふ
言
葉
を
如
何
に
解
し
て
来
た
か
、
又
現
在
如
何
に
解
す

る
か
と
い
ふ
こ
と
は
ほ
ゞ
明
か
に
な
つ
た
で
あ
ら
う
。
こ
れ
で
も
ま
だ
不
明
瞭
だ
と
い
ふ
人
に
対
し
て
は
、

私
は
遺
憾
な
が
ら
こ
れ
以
上
は
つ
き
り
説
明
す
る
術
を
知
ら
な
い
と
答
へ
て
お
く
よ
り
他
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
此
の
一
連
の
事
実
は
如
何
に
説
明
さ
れ
る
か
？

　
ロ
シ
ア
共
産
党
の
一
指
導
者
が
、
彼
の
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
に
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
は
既
に
す
ぐ
れ
た
作
家
と
作
品
と
を
も
つ
や
う
に
な
つ
た
が
、
ま
だ
欠
け
て
ゐ
る
の
は
、
ト﹅
ル﹅
ス﹅
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ト﹅
イ﹅
と﹅
ド﹅
ス﹅
ト﹅
エ﹅
フ﹅
ス﹅
キ﹅
ー﹅
と﹅
を﹅
も﹅
つ﹅
に﹅
至﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
と
い
ふ
点
で
あ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
意
味
の
こ
と
を

言
つ
た
。

　
こ
の
言
葉
を
私
た
ち
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
？
　
い
ふ
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
ロ
シ
ヤ
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
の
前
衛
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
文
芸
作
家
と
し
て
の
偉
大
さ
を
正
当
に
、

且
つ
十
分
に
認
識
し
て
、
現
在
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
に
は
相
当
す
ぐ
れ
た
作
家
は
出
て
来
た
が
、
こ
の

両
人
の
や
う
に
図
抜
け
て
偉
大
な
作
家
は
ま
だ
あ
ら
は
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
自
認
し
た
言
葉
で
あ

る
と
よ
り
解
釈
す
る
道
は
な
い
。
で
は
こ
の
両
作
家
は
何
に
よ
つ
て
偉
大
で
あ
る
か
？
　
明
か
に
そ
れ
は

マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
卓
越
し
て
ゐ
る
た
め
に
偉
大
な
の
で
は
な
く
て
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義

イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
」
や
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
「
政
治
闘
争
」
と
「
直
接
の
関
係
を
も
た
ぬ
」
に
拘
ら
ず
、
彼

等
が
芸
術
家
と
し
て
す
ぐ
れ
た
資
質
を
も
つ
て
ゐ
る
た
め
に
偉
大
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
の
言
葉
に
よ

れ
ば
、
「
芸
術
的
価
値
」
の
優
越
し
て
ゐ
る
た
め
に
偉
大
な
の
で
あ
る
。
キ
ツ
プ
リ
ン
グ
が
す
ぐ
れ
た
詩

人
で
あ
る
の
は
、
彼
の
詩
が
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
的
思
想
を
歌
つ
て
ゐ
る
だ
け
の
た
め
で
は
な
い
と
同

じ
く
、
ゴ
リ
キ
イ
の
小
説
が
偉
大
な
の
は
彼
の
作
品
が
社
会
主
義
的
思
想
に
浸
透
し
て
ゐ
る
だ
け
の
た
め

で
は
な
い
。
両
者
は
、
共
通
の
芸
術
家
と
し
て
の
偉
大
さ
を
も
つ
た
め
に
、
少
な
く
も
、
そ﹅
の﹅
た﹅
め﹅
に﹅
も﹅

偉
大
な
の
で
あ
る
。
私
が
「
芸
術
的
価
値
は
マ
ル
ク
ス
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
や
政
治
闘
争
と
直
接
の
関
係
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を
も
た
ぬ
」
と
言
つ
た
の
は
（
こ
の
言
ひ
表
は
し
か
た
が
拙
劣
で
あ
る
の
は
別
と
し
て
）
そ
の
意
味
な
の

で
あ
る
が
、
ロ
シ
ヤ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
や
う
に
寛
容
で
も
率
直
で
も
な
い
日
本
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
批
評
家
た
ち
は
、
こ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
つ
て
一
大
事
で
あ
る
か
の
如
く

誤﹅
解﹅
し
て
、
事
実
を
お
ほ
ひ
か
く
さ
う
と
こ
れ
つ
と
め
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
事
実
を
認
め
た
つ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
真
実
性
は
び
く
と
も
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
以
前
も
現
在
も
十
分
に
信
じ
て
疑
は
ぬ
。

　
ま
た
あ
る
論
者
は
、
こ
の
価
値
を
歴﹅
史﹅
的﹅
価﹅
値﹅
と
い
ふ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
へ
編
入
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、

こ
の
問
題
の
す
べ
て
の
困
難
を
あ
つ
さ
り
片
附
け
よ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
の
瞬
間
に
論
者
は
歴
史
的
価
値

と
い
ふ
言
葉
の
も
つ
内
容
を
無
制
限
に
拡
大
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
相
容
れ
な
い
も
の
は
凡
べ
て
歴
史

の
中
へ
編
入
し
、
現
代
の
大
衆
を
活
発
に
支
配
し
て
ゐ
る
文
学
作
品
で
も
、
明
日
の
大
衆
を
支
配
し
つ
ゞ

け
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
作
品
で
す
ら
も
、
一
切
合
財
、
歴
史
的
価
値
と
い
ふ
合
財
袋
の
中
へ
入
れ

て
し
ま
へ
ば
、
そ
れ
で
問
題
は
片
附
い
て
し
ま
つ
た
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
種
の
人
た
ち
が
過

去
帳
の
中
へ
記
入
し
て
し
ま
つ
た
価﹅
値﹅
が
、
現
代
の
生
き
た
大
衆
を
生
き
生
き
と
支
配
し
て
ゐ
る
こ
と
に

は
、
遂
に
彼
等
は
気
が
つ
か
ぬ
の
で
あ
り
、
気
が
つ
い
て
も
そ
れ
を
公
言
す
る
の
を
は
ゞ
か
る
の
で
あ
る
。

何
故
か
と
言
へ
ば
、
こ
の
種
の
人
た
ち
は
事
実
よ
り
も
一
つ
の
公
式
の
方
が
大
事
な
の
で
あ
つ
て
、
し
か

も
こ
の
公
式
は
、
事
実
の
暗
礁
の
中
を
よ
け
て
通
つ
て
ゆ
か
ね
ば
す
ぐ
に
壊
れ
て
し
ま
ふ
程
脆
弱
な
も
の
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だ
か
ら
で
あ
る
。

　
今
一
つ
の
場
合
を
私
は
指
摘
し
よ
う
。
或
る
作
家
た
と
へ
ば
片
岡
鉄
兵
、
も
し
く
は
細
田
民
樹
と
い
ふ

作
家
が
、
そ
の
文
学
的
生
涯
の
或
る
時
期
に
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
に
移

籍
し
、
は
つ
き
り
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
所
属
団
体
の
紀

律
に
従
つ
て
爾
後
の
文
学
的
行
動
を
つ
ゞ
け
て
行
つ
た
と
仮
定
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
こ
の
二
人
の
作

家
が
そ
れ
／
″
＼
そ
の
文
学
団
体
を
統
制
す
る
政
治
的
な
党
の
綱
領
に
忠
実
で
あ
る
限
り
、
仮
定
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
事
実
で
あ
る
。
こ
の
「
移
籍
」
の
場
合
に
こ
の
二
人
の
作
家
の
文
学
的
活
動
に
起
つ
た
変﹅

化﹅
は
何
で
あ
る
か
？
　
明
か
に
、
二
人
の
作
家
と
し
て
の
タ
レ
ン
ト
に
は
何
等
の
変
化
も
起
つ
て
ゐ
な
い

で
あ
ら
う
。
若
し
起
つ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
附
随
的
な
変
化
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
本
質

的
な
変
化
は
二
人
の
作
品
活
動
が
、
そ
れ
以
来
、
一
定
の
政
治
的
目
的
を
意
識
し
て
営
ま
れ
る
と
い
ふ
点

に
存
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
二
人
の
作
家
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
は
従
つ
て
殆
ん
ど
増
減
し
な
い

に
拘
ら
ず
、
そ
れ
等
の
作
品
は
新
た
に
政
治
的
価
値
を
獲
得
し
、
又
は
従
来
の
作
品
の
も
つ
て
ゐ
た
政
治

的
価
値
と
異
つ
た
政
治
的
価
値
を
も
つ
て
来
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
二
つ
を
社﹅
会﹅
的﹅
価﹅
値﹅
と
い
ふ
一
つ
の
価

値
に
直
ち
に
還
元
し
て
し
ま
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
次
の
例
に
よ
り
て
明
か
で
あ
る
。

　
こ
ゝ
に
文
学
的
タ
レ
ン
ト
の
す
ぐ
れ
た
Ａ
と
い
ふ
作
家
と
文
学
的
タ
レ
ン
ト
の
劣
つ
た
Ｂ
と
い
ふ
作
家
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と
が
同
時
に
マ
ル
キ
シ
ス
ト
に
な
つ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
前
者
は
矢
張
り
す
ぐ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
作

家
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
後
者
は
マ
ル
キ
シ
ス
ト
に
な
つ
た
と
い
ふ
理
由
だ
け
で
は
す
ぐ
れ
た
マ
ル
ク
ス

主
義
作
家
に
は
な
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。
だ
が
後
者
は
い
か
に
拙
劣
な
作
家
で
あ
る
に
し
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義

作
家
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
は
か
は
り
は
な
い
。
と
い
ふ
の
は
彼
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
党
の
規
定
す
る
紀

律
に
服
し
て
、
一
定
の
目
的
を
意
識
し
て
作
品
行
動
を
営
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
を
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
た
ら
し
む
る
も
の
は
、
政
治
的

な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
を
す
ぐ
れ
た
作
家
た
ら
し
め
た
り
、
拙
劣
な
作
家
た
ら
し
め
た
り
す
る
も
の
は
、

芸
術
的
な
タ
レ
ン
ト
で
あ
る
と
い
ふ
重
要
な
結
論
に
到
達
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
芸
術
的
価
値
」
は
社
会
的
価
値
で
あ
る
と
い
ふ
、
わ
か
り
き
つ
た
説
を
繰
り
返
す
こ
と

に
忙
し
い
「
一
元
論
者
」
た
ち
は
、
こ
の
明
々
白
々
た
る
事
実
を
無
視
し
、
現
実
に
あ
る
芸
術
的
価
値
を

頭
の
中
で
の
み
抹
消
し
て
、
私
の
「
二
元
論
」
を
撃
破
し
得
た
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
る
で

「
芸
術
的
価
値
」
が
社
会
的
価
値
で
あ
る
こ
と
さ
へ
証
明
す
れ
ば
私
の
理
論
が
成
立
し
な
い
か
の
や
う
に

し
ふ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
芸
術
的
価
値
は
独
自
性
を
も
た
ぬ
か
？
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私
は
「
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
」
の
中
で
、
「
こ
れ
（
芸
術
的
価
値
）
を
、
私
は
神
秘
的
な
先
験

的
な
も
の
だ
と
は
解
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
社﹅
会﹅
的﹅
に
決
定
さ
れ
る
も
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
」
と
わ
ざ
〳

〵
こ
と
は
つ
て
ゐ
る
の
に
、
そ
れ
を
詳
し
く
説
明
し
な
か
つ
た
と
い
ふ
理
由
で
、
多
く
の
批
判
者
か
ら
手

厳
し
い
批
判
を
受
け
た
。

　
だ
が
、
こ
の
批
判
は
、
厳
密
に
い
へ
ば
批
判
と
は
言
ひ
が
た
い
。
何
故
な
ら
、
私
が
今
更
く
ど
〳
〵
し

く
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
思
つ
た
事
柄
を
、
ど
ん
な
に
詳
し
く
説
明
し
た
つ
て
、
そ
れ
は
私
の
理
論
の

補
足
に
な
つ
て
も
批
判
に
は
な
ら
ぬ
か
ら
だ
。
た
ゞ
、
私
の
批
判
者
た
ち
が
独
創
的
で
あ
る
点
は
、
芸
術

的
価
値
が
社
会
性
を
も
つ
こ
と
、
社﹅
会﹅
的﹅
に﹅
決﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
社﹅
会﹅
的﹅
価﹅
値﹅
で
あ
る
こ
と

が
証
明
さ
れ
ゝ
ば
、
芸
術
的
価
値
は
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
も
成
立
し
な
い
と
考
へ
、
そ
の
つ
い
で
に
、

私
が
ま
る
で
、
芸
術
的
価
値
は
社
会
か
ら
絶
縁
さ
れ
、
孤
立
さ
れ
て
、
天
か
ら
で
も
降
つ
て
来
た
や
う
に

存
在
す
る
価
値
で
あ
る
と
信
じ
又
言
つ
た
か
の
如
く
曲﹅
解﹅
し
曲
言
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
凡
そ
社
会
の
現
象
は
す
べ
て
何
等
か
の
社
会
的
価
値
を
も
つ
。
自
然
現
象
で
も
、
社
会
と
連
関
す
る
限

り
に
於
い
て
は
社
会
的
価
値
を
も
つ
。
た
と
へ
ば
、
水
力
は
、
人
間
が
全
然
こ
れ
を
利
用
し
得
な
か
つ
た

時
代
に
は
一
つ
の
自
然
力
と
し
て
は
存
在
し
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
に
拘
ら
ず
、
社
会
的
価
値
を
も
つ
て
は
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ゐ
な
か
つ
た
が
、
人
間
が
こ
れ
を
水
車
に
利
用
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
発
電
所
を
設
け
る
や
う
に
な
る
と
、

社
会
的
価
値
を
獲
得
し
て
来
る
。
そ
の
逆
に
汽
船
ル
シ
タ
ニ
ア
号
は
そ
れ
が
人
間
や
貨
物
を
積
ん
で
太
洋

を
横
断
し
て
ゐ
る
限
り
に
於
て
は
、
即
ち
社
会
的
存
在
で
あ
つ
た
限
り
に
於
て
は
社
会
的
価
値
を
も
つ
た

が
、
そ
れ
が
海
底
に
沈
ん
で
し
ま
つ
た
、
そ
の
瞬
間
か
ら
そ
れ
の
も
つ
て
ゐ
た
一
切
の
社
会
的
価
値
は
消

滅
し
て
自
然
物
に
帰
す
る
。

　
文
学
作
品
も
、
そ
れ
が
社
会
的
に
生
産
さ
れ
、
且
つ
、
社
会
的
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
社

会
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
文
学
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
価

値
即
ち
芸
術
価
値
は
何
等
の
独
自
性
を
も
た
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
か
？

　
疑
ひ
も
な
く
、
近
世
に
於
け
る
社
会
科
学
の
発
達
は
、
社
会
の
諸
現
象
を
、
ば
ら
〳
〵
に
独
立
し
て
存

在
す
る
も
の
で
な
く
、
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
方
法
を
確
立
し
た
。
私
た
ち
は

今
や
社
会
の
諸
現
象
を
統
一
的
に
説
明
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
或
る
程
度
ま
で
ゞ
き
る
や
う
に
な
つ
た
し
、

今
後
社
会
科
学
の
発
達
は
、
こ
の
見
解
を
益
々
助
長
し
、
完
成
せ
し
め
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
自
然

科
学
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
傾
向
で
あ
つ
て
、
両
者
は
相
ま
つ
て
、
私
た
ち
の
統
一
的
世
界
観

の
確
立
に
貢
献
し
つ
ゞ
け
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
社
会
現
象
を
統
一
的
に
理
解
せ
し
め
る
最
も
す
ぐ

れ
た
方
法
を
与
へ
た
も
の
は
、
少
く
も
現
在
に
於
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
観
で
あ
る
こ
と
を
私
は
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信
じ
て
ゐ
る
。

　
だ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
芸
術
も
、
宗
教
も
、
道
徳
も
、
科
学
も
、
別
々
に
無
関
係
に
発
達
し
て
ゆ
く

も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
依
存
し
あ
ひ
、
相
関
々
係
の
も
と
に
お
か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ

れ
等
を
ひ
つ
く
る
め
て
の
所
謂
上﹅
層﹅
建﹅
築﹅
の
変
化
は
、
経
済
的
基
礎
の
変
化
に
よ
つ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
へ
は
す
る
け
れ
ど
も
、
社
会
の
文
化
の
各
部
門
が
そ
れ
／
″
＼
の
独
自
性
を
、
従

つ
て
価﹅
値﹅
を
失
つ
て
、
社﹅
会﹅
的﹅
価﹅
値﹅
と
い
ふ
一
つ
の
価
値
し
か
成
立
し
得
な
い
な
ど
ゝ
は
決
し
て
教
へ
な

い
。
か
や
う
な
見
方
は
た
し
か
に
日
本
の
或
る
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
批
評
家
た
ち
に
そ
の
発
見
の
全
名
誉

が
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
ブ
ハ
リ
ン
は
、
「
史
的
唯
物
論
」
の
中
で
文
化
の
各
部
門
の

価
値
と
い
ふ
言
葉
を
つ
か
つ
て
ゐ
る
し
、
も
つ
と
具
体
的
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
は
「
芸

術
と
社
会
生
活
」
（
蔵
原
惟
人
氏
訳
）
の
中
で
『
フ
ロ
オ
ベ
ル
の
「
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ア
リ
イ
」
と
オ
ー
ヂ

エ
の
「
ル
・
ジ
ヤ
ン
ド
ル
・
ド
・
ム
シ
ユ
ウ
・
ポ
ア
リ
エ
」
と
そ
の
芸﹅
術﹅
的﹅
価﹅
値﹅
に
於
い
て
い
づ
れ
が
高

く
立
つ
て
ゐ
る
か
？
』
と
は
つ
き
り
言
つ
て
ゐ
る
。

　
そ
こ
で
芸﹅
術﹅
的﹅
価﹅
値﹅
と﹅
は﹅
何﹅
か﹅
と
い
ふ
問
題
が
残
さ
れ
る
。

　
私
の
批
判
者
た
ち
は
、
芸
術
的
価
値
を
社
会
的
価
値
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
り
て
こ
の
問
題
を
簡
単
に

片
附
け
て
し
ま
つ
た
が
、
さ
う
い
ふ
こ
と
な
ら
、
十
頁
の
唯
物
史
観
の
入
門
的
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
を
読
ん
で
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も
わ
か
る
し
、
テ
エ
ヌ
の
芸
術
論
を
二
三
十
頁
よ
ん
で
も
わ
か
る
こ
と
な
の
で
あ
つ
て
、
あ
へ
て
優
秀
な

マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
批
評
家
た
ち
の
頭
脳
を
煩
は
す
に
は
及
ば
な
か
つ
た
の
だ
！

　
と
は
い
へ
、
実
を
い
ふ
と
、
私
は
芸
術
的
価
値
と
は
何
か
と
い
ふ
問
ひ
に
対
し
て
、
十
分
説
得
的
な
答

へ
を
す
る
準
備
を
も
つ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
問
題
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
つ
て
、
ま
だ
こ
れ
に
十
分
な

解
答
を
与
へ
た
人
は
な
い
と
言
つ
て
よ
い
。
だ
か
ら
私
は
、
私
自
身
が
答
へ
る
代
り
に
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
の

言
葉
を
断
片
的
に
拾
ひ
上
げ
て
、
彼
に
答
へ
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

「
ラ
ス
キ
ン
は
見
事
に
言
つ
て
ゐ
る
　
　
少
女
は
失
は
れ
た
る
愛
に
つ
い
て
歌
ふ
こ
と
は
で
き
る
、
し
か

し
守
銭
奴
は
失
は
れ
た
る
金
に
つ
い
て
歌
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
そ
し
て
彼
は
正
当
に
も
、
芸﹅
術﹅
的﹅

作﹅
品﹅
の﹅
価﹅
値﹅
は﹅
そ﹅
れ﹅
に﹅
よ﹅
つ﹅
て﹅
表﹅
現﹅
さ﹅
る﹅
﹅ゝ

気﹅
分﹅
の﹅
高﹅
さ﹅
に﹅
よ﹅
つ﹅
て﹅
決﹅
定﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
、
と
言
つ
て
ゐ
る
。
…

…
中
略
…
…
芸
術
は
人
と
人
と
の
間
の
精
神
的
結
合
の
手
段
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
与﹅
へ﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
る﹅
芸﹅

術﹅
的﹅
作﹅
品﹅
に﹅
よ﹅
つ﹅
て﹅
表﹅
現﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
る﹅
感﹅
情﹅
が﹅
高﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
高﹅
い﹅
だ﹅
け﹅
、
そ﹅
れ﹅
だ﹅
け﹅
都﹅
合﹅
よ﹅
く﹅
、
他﹅
の﹅
諸﹅
条﹅
件﹅

と﹅
﹅ゝ

も﹅
に﹅
、
こ﹅
の﹅
作﹅
品﹅
は﹅
上﹅
記﹅
の﹅
手﹅
段﹅
と﹅
し﹅
て﹅
の﹅
自﹅
己﹅
の﹅
役﹅
割﹅
を﹅
果﹅
し﹅
得﹅
る﹅
の﹅
で﹅
あ﹅
る﹅
。
何
故
に
守
銭
奴

は
失
は
れ
た
る
金
銭
に
つ
い
て
歌
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
か
？
　
至
つ
て
簡
単
で
あ
る
　
　
た
と
ひ
彼
が
そ

の
損
失
に
つ
い
て
歌
つ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
歌
は
何
人
を
も
感
動
せ
し
め
な
い
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、

彼
と
他
人
と
の
間
の
結
合
の
手
段
に
役
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
前
掲
書
四
〇
　
　
四
一
頁
、
傍
点
引
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用
者
）

　
無
論
こ
の
引
用
文
に
よ
つ
て
「
芸
術
的
価
値
」
の
何
た
る
か
を
理
論
的
に
は
つ
き
り
と
把
握
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
芸﹅
術﹅
的﹅
価﹅
値﹅
が
一
つ
の
独
立
し
た
価
値
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
或
る
芸
術
作
品
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
気﹅
分﹅
の﹅
高﹅
さ﹅
或
は
感﹅
情﹅
の﹅
高﹅

さ﹅
こ
そ
芸
術
的
価
値
の
大
い
さ
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
芸
術
的
価
値
が
、
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
直
接
に
は
政
治
的
価
値
と
無
関

係
で
あ
る
こ
と
は
、
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
同
じ
書
物
か
ら
の
次
の
引
用
に
よ
り
て
明
か
で
あ
る
。

「
初
期
レ
ア
リ
ス
ト
達
の
、
保
守
的
な
、
そ
し
て
部
分
的
に
は
反
動
的
で
さ
へ
あ
る
思
想
形
態
は
、
彼
等

が
彼
等
を
囲
繞
す
る
環
境
を
よ
く
研
究
し
、
芸﹅
術﹅
的﹅
意﹅
味﹅
に﹅
於﹅
い﹅
て﹅
非﹅
常﹅
に﹅
価﹅
値﹅
の﹅
あ﹅
る﹅
作﹅
品﹅
を﹅
創﹅
作﹅
す﹅

る﹅
の﹅
を﹅
妨﹅
げ﹅
な﹅
か﹅
つ﹅
た﹅
。
し
か
し
そ
れ
が
彼
等
の
視
野
を
甚
だ
し
く
狭
め
た
こ
と
に
は
何
等
の
疑
ひ
が
な

い
。
」
（
前
掲
書
五
六
頁
、
傍
点
引
用
者
）

　
こ
の
種
の
引
用
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
が
、
た
ゞ
こ
の
論
文
を
煩
雑
に
す
る

だ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
ゞ
社
会
的
価
値
以
外
に
そ
の
一
部
分
と
し
て
の
芸
術
特
有
の
価
値
を
認
め
な
い
愛

す
べ
き
吾
が
国
の
一
群
の
マ
ル
キ
シ
ス
ト
・
ク
リ
チ
ツ
ク
た
ち
に
反
省
の
一
つ
の
材
料
を
提
供
す
る
だ
け

に
と
ゞ
め
て
お
か
う
。
そ
し
て
、
正
直
な
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
林
房
雄
氏
が
、
藤
森
成
吉
や
前
田
河
広
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一
郎
の
や
う
な
左
翼
の
作
家
の
作
品
と
な
ら
べ
て
、
島
崎
藤
村
や
菊
池
寛
の
や
う
な
右
翼
の
作
家
の
作
品

を
賞
揚
し
た
の
は
、
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
を
分
離
せ
ず
し
て
、
如
何
に
し
て
理
解
さ
れ
る
か
を

宿
題
と
し
て
考
へ
て
貰
う
こ
と
に
し
て
お
か
う
。

　
一
九
二
九
年
に
地
球
の
円
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
退
屈
な
仕
事
で
あ
る
と
同
様
に
、
芸
術
作
品
に
芸

術
的
価
値
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
証
明
す
る
の
も
、
実
に
退
屈
な
こ
と
で
あ
る
！
　
人
間
は
一
般
に
わ
か

り
き
つ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
言
ふ
こ
と
を
好
ま
ぬ
も
の
だ
。
そ
の
た
め
に
の
み
、
私
は
、
前
の
論
文
で
芸

術
的
価
値
の
説
明
を
省
略
し
た
の
だ
。

　
次
に
私
は
簡
単
に
主
な
る
批
判
者
の
批
判
を
個
々
に
批
判
し
て
ゆ
く
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
小
宮
山
明
敏
氏
の
公
式
の
破
砕

　
私
の
批
判
者
の
う
ち
で
、
最
も
愛
嬌
に
富
ん
だ
も
の
ゝ
一
人
は
小
宮
山
明
敏
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
近
代

生
活
」
六
月
号
に
於
け
る
「
芸
術
的
価
値
に
お
け
る
相
対
値
及
び
絶
対
値
の
問
題
」
と
い
ふ
私
と
谷
川
徹

三
氏
と
に
あ
て
た
論
文
に
於
い
て
、
私
の
前
述
の
見
解
を
批
判
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
氏
が
私
た
ち
を
批
判
す
る
た
め
に
ポ
ケ
ツ
ト
に
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
公
式
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
公
式
で
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は
な
く
て
、
テ
エ
ヌ
主
義
、
若
し
く
は
、
テ
エ
ヌ
よ
り
も
も
つ
と
漠
然
た
る
俗
学
主
義
の
公
式
、
し
か
も

非
常
に
か
た
く
な
で
且
つ
瓦
斯
灯
の
マ
ン
ト
ル
の
や
う
に
ち
よ
つ
と
さ
は
つ
て
も
こ
は
れ
る
や
う
な
脆
弱

な
公
式
で
あ
る
。

　
あ
る
時
代
に
価
値
の
あ
つ
た
作
品
は
次
の
時
代
に
は
全﹅
く﹅
無﹅
価﹅
値﹅
と
な
り
、
次
の
時
代
に
価
値
の
あ
つ

た
作
品
も
、
第
三
の
時
代
に
は
全﹅
く﹅
無﹅
価﹅
値﹅
と
な
る
と
い
ふ
公
式
が
、
氏
の
理
論
的
全
財
産
で
あ
る
。
し

か
も
こ
の
価
値
の
喪
失
と
獲
得
と
は
、
頗
る
機
械
的
に
根
こ
そ
ぎ
に
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
或
る
時

代
の
作
品
は
、
同﹅
時﹅
代﹅
人﹅
一﹅
般﹅
に﹅
亘﹅
つ﹅
て﹅
享﹅
受﹅
せ﹅
ら﹅
れ﹅
、
彼﹅
等﹅
を﹅
全﹅
生﹅
活﹅
的﹅
に﹅
、
ま﹅
た﹅
は﹅
全﹅
方﹅
向﹅
的﹅
に﹅
感﹅

動﹅
せ﹅
し﹅
む﹅
る﹅
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
前
時
代
の
作
品
は
、
次
の
時
代
に
は
全﹅
く﹅
無﹅
価﹅
値﹅
と
な
り
、

社﹅
会﹅
的﹅
に﹅
は﹅
成﹅
立﹅
し﹅
な﹅
い﹅
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
私
は
小
宮
山
氏
が
一
度
で
も
文
学
史
上
の
事
実
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
一
つ
の
時
代
は
常
に
異
つ
た
、
対
立
す
る
階
級
を
含
ん
で
ゐ
る
か
ら
「
同

時
代
人
一
般
に
亘
つ
て
享
受
せ
ら
れ
る
」
作
品
が
あ
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
作
品
の
価
値
が
階
級
を
超
越

し
て
ゐ
る
こ
と
の
証
明
に
な
つ
て
氏
の
期
待
と
は
全
く
反
対
の
結
論
を
生
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
だ

が
私
は
、
こ
れ
は
氏
の
用
語
の
不
用
意
と
し
て
、
同
時
代
と
い
ふ
の
は
ほ
ゞ
同
階
級
と
い
ふ
意
味
に
解
す

べ
き
も
の
だ
と
勝
手
に
変
改
し
よ
う
。
だ
が
さ
う
変
更
し
て
も
氏
の
公
式
は
猶
ほ
忽
ち
事
実
と
衝
突
す
る
。
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文
学
作
品
の
評
価
は
、
決
し
て
全
階
級
的
に
一
致
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
或
る
階
級
の
作
家
の
作
品

が
、
他
の
階
級
の
読
者
に
対
し
て
全
的
に
魅
力
を
喪
失
す
る
も
の
で
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
ア
レ

キ
サ
ン
ド
ル
・
ヂ
ユ
マ
も
前
時
代
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
作
家
で
あ
る
。
だ
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
階
級
が
全
的
に
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
享
受
し
た
と
い
ふ
事
実
も
、
ヂ
ユ
マ
を
享
受
し
た
と
い
ふ
事
実
も
私
は
き
か
ぬ
。
そ

れ
と
同
時
に
こ
れ
等
の
作
家
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
に
対
し
て
根
こ
そ
ぎ
魅
力
を
失
つ
た
と
い
ふ
こ
と
も

事
実
に
反
す
る
。
今
日
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
よ
つ
て
ト
ル
ス
ト
イ
が
な
ほ
最
も
広
く
読
ま
れ
て
ゐ

る
こ
と
は
彼
国
の
統
計
が
示
し
て
ゐ
る
。

　
と
こ
ろ
が
私
が
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
作
家
の
作
品
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
に
も
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
作
品
に
は

魅
力
を
感
ず
る
と
言
つ
た
の
は
、
氏
に
よ
れ
ば
私
一
個
人
の
趣
味
好
尚
で
あ
つ
て
、
個
人
の
趣
味
に
よ
つ

て
政
治
的
生
命
の
、
従
つ
て
政
治
的
価
値
の
な
く
な
つ
た
作
品
に
芸
術
的
価
値
を
認
め
る
の
は
や
ゝ
僣
越

的
誇
大
で
あ
る
と
氏
は
叱
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
？
　
は
私
が
『
芸
術
的
価
値
が
個
人

に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
或
は
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
自
ら

判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
如
く
し
て
、
な
ほ
、
明
確
に
は
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
こ
ろ

に
』
原
因
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
だ
。

　
こ
れ
に
よ
つ
て
氏
は
芸
術
的
価
値
が
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い
ふ
意
味
を
全
く
理
解
し
て
ゐ
な
い
こ
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と
が
わ
か
る
。
或
る
芸
術
作
品
に
価
値
を
認
め
る
の
と
認
め
な
い
の
と
は
全
く
個
人
的
で
あ
つ
て
、
個
人

の
趣
味
好
尚
が
こ
の
評
価
に
重
大
な
力
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
氏
の
公
式
に
都
合
が
よ
い
と
悪
い
と
に
拘

ら
ず
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
芸
術
作
品
の
価
値
が
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
と
私
た
ち
が
い
ふ
の

は
、
さ
う
し
た
個
々
人
の
趣
味
好
尚
そ
の
も
の
が
大
体
に
於
い
て
、
社
会
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
意
味
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
時
代
の
同
じ
階
級
の
人
々
の
中
に
も
島
崎
藤
村
を
好
む
人

も
あ
り
、
田
山
花
袋
を
好
む
人
も
あ
り
、
同
じ
藤
村
の
作
品
の
中
で
も
、
「
家
」
を
傑
作
と
す
る
人
も
あ

り
、
「
新
生
」
を
傑
作
と
す
る
人
も
あ
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。

　
私
が
政
治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
二
つ
の
価
値
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
て
説
明
し
、
小
宮
山

氏
が
そ
れ
は
私
の
前
時
代
的
趣
味
好
尚
で
あ
る
と
し
て
片
附
け
て
し
ま
つ
た
矛
盾
を
、
マ
ル
ク
ス
は
、
小

宮
山
氏
が
谷
川
氏
の
文
章
の
中
か
ら
引
用
し
た
言
葉
に
よ
れ
ば
、
次
の
如
く
言
ひ
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
。

「
困
難
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
（
希
臘
の
美
術
や
英
雄
詩
）
が
我
々
に
対
し
て
も
な
ほ
芸
術
的
享
楽
を
与
へ
一

定
の
点
に
於
い
て
は
、
規
範
と
し
て
、
ま
た
到
達
し
得
ざ
る
模
範
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
点

に
存
す
る
。
」

　
マ
ル
ク
ス
は
問
題
を
正
当
に
提
出
し
た
。
こ
ゝ
で
マ
ル
ク
ス
は
は
つ
き
り
と
ギ
リ
シ
ヤ
の
芸
術
が
我﹅
﹅々

に﹅
対﹅
し﹅
て﹅
も﹅
な﹅
ほ﹅
芸﹅
術﹅
的﹅
享﹅
楽﹅
を﹅
与﹅
へ﹅
る﹅
と
言
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
小
宮
山
氏
に
と
つ
て
は
マ
ル
ク
ス
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に
困
難
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
「
容
易
に
理
解
」
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
マ
ル
ク
ス
が
「
我﹅
﹅々

に﹅

対﹅
し﹅
て﹅
も﹅
」
と
言
つ
て
ゐ
る
の
は
氏
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
の
理
解
力
の
不
足
の
た
め
で
あ
つ
て
実
は
、
そ

れ
は
単
に
歴﹅
史﹅
的﹅
に﹅
保﹅
存﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
ゐ﹅
る﹅
趣﹅
味﹅
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
と
小
宮
山
明
敏
氏
と
の
差
は
、
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
よ
り
も
小
宮
山
氏
が
す
ぐ
れ
た
芸
術
の

理
解
者
で
あ
る
が
た
め
で
は
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
は
事
実
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
が
、
小
宮
山
氏
は
前
掲

論
文
の
は
じ
め
の
方
で
氏
が
規
定
し
た
児
戯
に
類
す
る
公
式
を
事
実
に
お
ゝ
ひ
か
ぶ
せ
よ
う
と
し
た
と
い

ふ
点
に
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
刹
那
に
氏
の
脆
弱
な
公
式
は
粉
微
塵
に
破
砕
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
公
式
は
常
に
事

実
の
中
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
大
宅
壮
一
氏
の
「
再
吟
味
」
の
対
象

　
大
宅
壮
一
氏
は
「
新
潮
」
五
月
号
で
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
芸
の
自
殺
か
暗
殺
か
」
と
い
ふ
論
文
を
発
表

さ
れ
、
そ
れ
に
『
平
林
初
之
輔
氏
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
の
再
吟
味
」
の
再
吟
味
』
と
傍
題
を
つ

け
て
を
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
大
宅
氏
は
ほ
ん
た
う
に
私
の
再
吟
味
を
再
吟
味
し
た
か
？
　
氏
の
再
吟
味
の
対
象
は
ほ
ん
た

う
に
私
の
「
再
吟
味
」
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
？
　
不
幸
に
し
て
私
は
か
う
い
ふ
問
題
か
ら
出
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

　
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
と
い
ふ
一
人
の
人
間
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
つ
て
且
つ
文
学
者
で
あ

る
人
と
い
ふ
風
に
分
析
し
た
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
し
て
文
学
者
で
な
い
人
も
あ
り
、

文
学
者
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
な
い
人
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
分
析
は
決
し
て
不
当
で
な
い
の
み

か
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
を
さ
う
で
な
い
文
学
者
か
ら
区
別
し
、
そ
の
特
殊
性
を
知
る
た
め
に
は
、
こ

の
分
析
の
過
程
を
省
略
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
そ
の
他
の
場
合
に
於
て
も

一
貫
し
て
ゐ
る
大
宅
氏
の
誤
謬
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
に
関
す
る
統
一
的
理
論
で
あ
る
か
ら
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
方
法
は
分
析
的
方
法
と
相
容
れ
な
い
方
法
で
あ
る
か
の
如
く
考
へ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。
マ
ル

ク
ス
が
資
本
主
義
社
会
の
全
機
構
の
綜
合
的
理
解
に
達
し
た
の
は
商
品
の
顕
微
鏡
的
分
析
か
ら
出
発
し
て

の
こ
と
で
あ
つ
た
こ
と
な
ど
は
、
大
宅
氏
の
理
解
の
限
度
を
越
え
て
ゐ
た
の
か
、
氏
の
注
意
の
外
に
逸
脱

し
て
ゐ
た
の
だ
。

　
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
を
以
上
の
や
う
に
二
つ
の
要
素
に
分
析
し
て
、
そ
れ
／
″
＼
の
機
能
を
の

べ
、
こ
の
二
つ
の
要
素
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
づ
ゝ
の
割
合
で
機
械
的
に
加
算
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
て
、
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マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
方
が
優
位
に
た
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
従
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
作
品
の
評
価
の

場
合
に
も
、
芸
術
的
価
値
は
政
治
的
価
値
の
へ
ゲ
モ
ニ
イ
の
も
と
に
立
た
し
め
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
る
作
品

が
芸
術
的
に
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
て
ゐ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
作
品
、
一
定
の
政
治
的
任
務
を
も
つ

た
作
品
と
し
て
は
、
政
治
的
価
値
の
欠
如
の
た
め
に
、
そ
れ
は
低
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
評
価
の
基
準
を
示
し
た
。
（
そ

れ
が
間
違
つ
て
ゐ
る
と
否
と
は
別
と
し
て
。
）

　
然
る
に
大
宅
氏
は
、
私
の
以
上
の
主
張
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
立
脚
し
た
文
芸
理
論
を
樹
立
す
る
こ
と

は
全
然
不
可
能
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
も
の
だ
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
つ
て
お
く
が

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
い
ふ
も
の
は
既
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
ゝ
意
味
を
説
明
す
る

の
が
理
論
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
先
づ
分
析
の
道
を
と
り
、
さ
う
し
て
分
析
に
よ
り
て

得
ら
れ
た
二
つ
の
要
素
の
結
合
関
係
を
の
べ
た
の
で
あ
る
。
私
は
理
論
を
た
て
た
の
で
あ
つ
て
、
理
論
を

不
可
能
だ
と
し
た
の
で
は
な
い
。
た
ゞ
不
可
能
だ
と
し
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
ほ
か
に
も
文
学

が
あ
る
と
い
ふ
事﹅
実﹅
を
わ
す
れ
て
、
文
学
そ
の
も
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
密
接
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
そ

れ
以
外
に
文
学
は
な
い
か
の
如
き
事
実
を
無
視
し
た
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
私
が
「
芸
術
や
文
学
は
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
命
令
さ
れ
、
規
定
さ
れ
て
、
政
治
的
闘
争
の
要
具
と
な
る
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約
束
を
少
し
も
も
つ
て
ゐ
な
い
」
と
言
つ
た
の
は
、
現
実
の
文
学
作
品
を
一
眼
で
も
見
た
も
の
に
は
明
白

な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
よ
り
て
唱
へ
ら
れ
た
の

で
あ
る
と
す
ら
言
へ
る
の
だ
が
、
氏
は
こ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
危
急
存
亡
に
で
も

関
す
る
か
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
ら
し
い
。
私
は
こ
の
事
実
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
宅
氏

に
は
面
倒
く
さ
い
事
実
な
ど
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
、
さ
う
い
ふ
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
、
文
学
や
芸
術

が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
外
に
全﹅
然﹅
独
立
し
て
そ
れ
自
体
の
王
国
を
形
成
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
示
す
も
の
だ

と
指
摘
す
る
だ
け
で
、
氏
自
身
が
こ
の
事
実
を
認
め
る
の
か
拒
む
の
か
は
遂
に
わ
か
ら
な
い
。
こ
ゝ
で
、

全﹅
然﹅
と
い
ふ
の
は
大
宅
氏
の
誇
張
だ
か
ら
省
い
て
、
い
ま
大
宅
氏
の
用
語
法
を
借
り
て
、
「
文
学
芸
術
が

マ
ル
ク
ス
主
義
と
独
立
の
王
国
」
で
あ
る
こ
と
を
私
は
認
め
て
よ
い
。
（
尤
も
こ
の
王
国
と
他
王
国
と
は

互
に
独
立
し
な
が
ら
頻
繁
に
交
通
し
影
響
を
及
ぼ
し
あ
ふ
の
で
あ
る
が
）
そ
し
て
そ
の
王
国
内
に
は
芸
術

そ
の
も
の
若
く
は
文
学
そ
の
も
の
に
関
す
る
原
理
が
あ
る
こ
と
は
私
の
か
つ
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
既
に
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
文﹅
学﹅
と
マ﹅
ル﹅
ク﹅
ス﹅
主﹅
義﹅
と
の
二
つ
の
要
素
に
分
析
し
た
こ
と
か

ら
当
然
に
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
の
原
理
を
も
た
ぬ
二
つ
の
も
の
な
ら
二
つ
で
な
く
一

つ
で
あ
つ
て
、
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
限
り
、
二
つ
は
そ
れ
／
″
＼
別
の
原
理
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と

は
自
明
で
あ
る
。
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さ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
作
品
に
於
け
る
こ
の
二
つ
の
要
素
の
結
合
関
係
を
私
は
、
政
治
的
価
値
が
芸

術
的
価
値
に
対
し
て
力﹅
を﹅
も﹅
つ﹅
て﹅
、
権﹅
威﹅
を﹅
も﹅
つ﹅
て﹅
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
を
握
る
や
う
な
具
合
に
結
合
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
芸
術
文
学
が
政
治
闘
争
の
用
具
と
な
る
必
要
は
な
く
、
さ
う
で
な
い
文
学

芸
術
も
あ
る
と
い
ふ
事
実
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
勝
利
の
た
め
に
文
化
の
凡
て
の
部
分

を
階
級
的
に
武
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
要
請
と
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
い
ふ
一
つ
の
も
の
に

具
体
化
さ
れ
る
と
き
、
当
然
に
と
る
結
合
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
面
的
、
必
然
的
関
係
で
は
な
く
て
、

言
は
ゞ
力
に
よ
る
、
意
志
に
よ
る
、
権
威
に
よ
る
結
合
関
係
で
あ
る
。
従
つ
て
こ
の
結
合
関
係
は
安
定
的

で
も
永
続
的
で
も
な
く
、
政
治
闘
争
の
終
結
と
ゝ
も
に
武
装
を
解
く
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と

い
ふ
の
は
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
の
階
級
戦
線
に
武
装
し
て
た
つ
文
学
で
あ
つ
て
、
武
装
を
と

い
た
あ
と
ま
で
も
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
呼
び
つ
ゞ
け
る
必
要
は
な
い
。

　
尤
も
結
合
関
係
は
、
力﹅
で﹅
、
権﹅
威﹅
で﹅
結
合
す
る
の
だ
が
、
一
た
ん
結
合
し
た
あ
と
は
一
つ
の
作
品
と
し

て
の
調
和
を
も
つ
こ
と
は
、
ち
や
う
ど
、
水
の
中
へ
イ
ン
キ
を
混
ぜ
る
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
言
は
ゞ
力﹅
で﹅
、

権﹅
威﹅
で﹅
混
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
も
、
混
合
さ
れ
た
液
体
中
に
は
水
と
イ
ン
キ
と
は
は
な
れ
／
″
＼
に
な

つ
て
は
ゐ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
以
上
の
事
柄
を
検
討
し
て
来
た
大
宅
壮
一
氏
は
「
こ
れ
を
要
す
る
に
氏
（
平
林
）
に
従
へ
ば
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マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
は
決
し
て
最
も
正
し
い
文
学
理
論
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
厳
密
に
は
一
種
の

文
学
理
論
で
さ
へ
あ
り
得
な
い
」
と
い
ふ
結
論
を
ひ
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
途
方
も
な
い
誤
解
も
し
く
は
曲

解
の
し﹅
か﹅
け﹅
は
ど
こ
に
あ
る
か
は
誰
に
だ
つ
て
明
白
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
氏
は
部
分
と
全
体
と
を
混
同

し
て
ゐ
る
の
だ
。
私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
、
文
学
の
歴
史
を
書
き
か
へ
た
あ
の
光
輝
あ
る
事
実
、
史
的

唯
物
論
に
よ
る
文
学
史
の
改
造
を
決
し
て
低
く
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。
或
る
意
味
で
は
文
学
史
家
と

し
て
も
テ
エ
ヌ
よ
り
も
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
方
を
偉
大
と
さ
へ
す
る
に
躊
躇
し
な
い
。
た
ゞ
私
が
問
題
と
し
た

の
は
、
最
近
に
、
（
日
本
で
は
こ
の
三
四
年
来
、
ロ
シ
ヤ
で
も
せ
い
／
″
＼
十
二
三
年
来
）
新
し
く
勃
興

し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
　
　
意
識
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
品
を
如
何
に
評
価
す
る
か
と
い
ふ
非
常

に
限
ら
れ
た
問
題
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
限
り
の
理
論
だ
け
し
か
吟
味
も
し

な
け
れ
ば
、
私
自
身
提
出
も
し
な
か
つ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
政
治
的
部
分
と
芸
術
的
部
分
と
に
わ

け
た
と
き
、
私
は
芸
術
的
部
分
の
う
ち
へ
当
然
史
的
唯
物
論
の
解
釈
を
入
れ
て
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術
的
価
値
も
亦
社
会
的
に
決
定
さ
れ
る
と
こ
と
は
つ
て
お
い
た
の
だ
。
一
日
か
二

日
で
書
い
た
三
十
枚
の
あ
は
た
ゞ
し
い
論
文
で
史
的
唯
物
論
を
「
批
判
」
す
る
に
は
、
私
は
あ
ま
り
に
貧

小
で
あ
つ
た
と
い
ふ
よ
り
も
あ
ま
り
に
健
全
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
位
は
、
私
は
大
宅
氏
に
認
め
て
貰
ひ

た
か
つ
た
。
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最
後
に
、
私
が
二
つ
の
価
値
の
結
合
関
係
を
、
力﹅
に﹅
よ﹅
る﹅
、
権﹅
威﹅
に﹅
よ﹅
る﹅
も
の
で
あ
る
と
し
た
に
か
ゝ

は
ら
ず
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
即
ち
私
に
よ
れ
ば
、
政
治
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
の
も
と
に
た
つ
文
学
を
合
理
化

し
た
の
は
「
階
級
と
階
級
と
が
、
抑
圧
者
と
被
抑
圧
者
と
い
ふ
形
で
対
立
し
て
ゐ
る
社
会
を
そ
の
ま
ゝ
に

し
て
お
い
て
文
学
を
た
の
し
む
よ
り
も
、
一
時
文
学
そ
の
も
の
ゝ
発
達
に
は
多
少
の
障
碍
と
な
つ
て
も
、

階
級
対
立
を
絶
滅
す
る
こ
と
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
の
に
対
し
て
、
大
宅
氏
は
、
こ
れ
は

道
徳
論
で
あ
り
唯
心
論
で
あ
り
、
観
念
論
で
あ
る
と
、
あ
り
つ
た
け
の
批
難
の
言
葉
を
並
べ
、
氏
自
身
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
と
ん
ぼ
返
り
し
て
正
義
派
に
な
つ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
は
最﹅
も﹅
正﹅
し﹅
い﹅
文﹅
学﹅

だ
か
ら
支
持
さ
れ
る
の
だ
と
説
か
れ
る
。
こ
ら
は
あ
た
か
も
ツ
ガ
ン
・
バ
ラ
ノ
ウ
ス
キ
ー
か
ら
福
田
博
士

に
至
る
、
そ
し
て
今
で
も
田
舎
の
小
学
校
の
先
生
な
ど
の
間
に
は
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
マ
ル

ク
ス
主
義
批
評
家
の
口
吻
の
ヂ
ユ
プ
リ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
で
あ
る
。
こ
ん
な
批
難
に
ま
で
答
へ
て
マ
ル
ク
ス
主

義
の
闘
争
性
を
講
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
ら
、
私
は
筆
を
折
つ
て
し
ま
ひ
た
い
位
だ
。

　
要
す
る
に
大
宅
氏
の
批
判
は
徹
頭
徹
尾
誤
解
若
し
く
は
曲
解
を
も
つ
て
貫
か
れ
て
ゐ
る
の
で
、
反
駁
は

一
行
一
行
に
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
私
に
も
、
「
新
潮
」
編
輯
者
に
も
、
読

者
に
も
我
慢
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
「
再
吟
味
」
の
「
再
吟
味
」
の
「
再
吟
味
」
を
大
宅

氏
に
勧
告
し
て
次
に
移
る
で
あ
ら
う
。
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六
　
勝
本
清
一
郎
氏
の
主
張

　
勝
本
清
一
郎
氏
の
「
新
潮
」
六
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
芸
術
運
動
に
於
け
る
前
衛
性
と
大
衆
性
」
及
び

「
芸
術
的
価
値
の
正
体
」
は
、
少
く
も
前
者
は
、
直
接
私
の
理
論
を
対
象
と
し
て
批
判
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
が
、
非
常
に
密
接
に
そ
れ
に
関
連
し
た
問
題
が
取
り
扱
は
れ
、
後
者
は
殆
ん
ど
専
ら
私
の
理
論
が
対

象
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
論
文
に
於
け
る
勝
本
氏
の
私
に
対
す
る
批
判
は
、
小
宮
山
氏
や
大
宅
氏
の
そ
れ
に
比
べ
て

遥
か
に
、
理
解
が
深
め
ら
れ
、
問
題
の
中
心
に
接
近
し
て
を
り
、
且
つ
多
分
に
示
唆
的
な
も
の
を
も
つ
て

ゐ
る
。
言
は
ば
小
宮
山
氏
は
何
ん
に
も
考
へ
ず
に
俄
づ
く
り
の
公
式
を
も
つ
て
漫
然
と
問
題
に
向
ひ
、
大

宅
氏
は
私
の
文
章
か
ら
、
言
葉
だ
け
を
拾
つ
て
、
問
題
そ
の
も
の
は
氏
自
身
の
頭
の
中
で
組
み
合
は
せ
て
、

更
に
そ
れ
を
壊
し
て
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
勝
本
氏
は
問
題
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ

と
め
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
先
づ
「
芸
術
的
価
値
の
正
体
」
の
中
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
氏
の
価
値
論
は
、
結
論
と
し
て
は
正
し
い
こ

と
を
私
は
躊
躇
な
く
承
認
す
る
。
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『
我
々
は
芸
術
の
芸
術
た
る
姿
を
政
治
的
見
地
か
ら
の
側
面
や
、
商
業
的
見
地
か
ら
の
側
面
や
そ
の
他
の

各﹅
種﹅
の
側
面
や
を
す
べ
て
切
り
払
つ
て
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
の
「
純
粋
」
な
方
向
に
見
よ
う
と
す
る
態
度

の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
覚
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
行
け
ば
、
芸
術
の
、
従
つ
て
芸

術
的
価
値
の
正
体
は
、
何
も
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
我
々
は
さ
う
し
た
方
向
と
は
反
対
に

各
種
の
複
雑
な
側
面
を
も
つ
全
的
芸
術
現
象
を
こ
そ
芸
術
の
姿
と
し
て
見
、
そ
の
内
面
に
統
一
さ
れ
て
ゐ

る
各
種
の
観
念
の
複
雑
な
全
結
合
を
こ
そ
、
そ
の
ま
ゝ
芸
術
の
内
容
と
し
て
認
め
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
条

件
と
連
合
し
た
社
会
的
尺
度
に
よ
つ
て
の
社
会
的
価
値
を
こ
そ
、
そ
の
芸
術
品
の
真
の
価
値
で
あ
る
と
主

張
し
た
い
の
で
あ
る
…
…
』

　
こ
れ
が
大
体
に
於
い
て
氏
の
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
私
の
考
へ
と
殆
ん
ど
一
致
し
て
ゐ
る
。
私

は
か
つ
て
、
「
文
学
の
本
質
に
つ
い
て
」
と
い
ふ
論
文
の
中
で
、
文
学
の
本
質
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
つ

て
、
経
験
的
な
も
の
を
す
べ
て
取
り
去
つ
て
し
ま
へ
ば
、
本
質
は
消
滅
し
て
し
ま
ふ
こ
と
を
説
明
し
た
。

勝
本
氏
は
私
が
経
験
的
な
も
の
と
言
つ
た
の
を
「
側
面
」
と
い
ふ
言
葉
で
言
ひ
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
だ
け
で

あ
つ
て
論
旨
は
殆
ん
ど
符
合
し
て
ゐ
る
。

　
だ
が
、
芸
術
は
社
会
現
象
の
す
べ
て
ゞ
は
な
い
。
そ
の
一
部
分
で
し
か
な
い
。
し
か
も
一
部
分
と
い
ふ

の
は
量
的
な
一
部
分
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
て
、
質
的
に
異
つ
た
一
部
分
で
あ
る
。
芸
術
も
科
学
も
社
会
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的
な
一
つ
の
機
能
を
も
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
同
じ
機
能
で
は
な
い
。
両
者
は
ひ
と
し
く
社
会
に
有
用
な

も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
社
会
的
価
値
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
価
値
は
別
箇
の
価
値
で
あ
る
。

こ
れ
は
ち
や
う
ど
水
素
も
窒
素
も
ラ
ヂ
ウ
ム
も
物
質
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
元
素
は
そ
れ
／
″
＼
別
箇
の

性
質
を
も
つ
て
ゐ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
等
の
性
質
が
、
究
極
に
於
い
て
ヘ
リ
ウ
ム
核
の

周
囲
に
排
列
さ
れ
た
電
子
の
数
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
や
う
に
、
各
種
の
社
会
的
価
値
は
、
一
つ
の
社
会

的
価
値
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
、
芸
術
的
価
値
が
そ
の
特
殊
性
を
全
く
失
ふ
だ
ら

う
か
。

　
ま
た
芸
術
価
値
は
純
粋
な
も
の
で
な
く
て
、
多
く
の
も
の
ゝ
複
合
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
複
合
物
を
全
部
と
り
去
れ
ば
あ
と
に
は
何
も
残
ら
な
く
な
る
こ
と
も
真
実
で
あ
る
。
同
様
に
商
業
価

値
も
、
倫
理
価
値
も
、
政
治
価
値
も
純
粋
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
さ
う
い
ふ
側
面
を

数
へ
上
げ
る
こ
と
で
は
な
く
て
そ
の
複
合
さ
れ
る
各
要
素
の
種
類
や
、
比
例
の
差
に
よ
つ
て
、
即
ち
複
合

状
態
に
よ
つ
て
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
水
の
中
に
も

硫
酸
の
中
に
も
酸
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
両
者
が
区
別
し
て
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

大
宅
氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
両
者
を
独﹅
立﹅
の﹅
王﹅
国﹅
と
見
做
す
こ
と
が
不
合
理
と
は
言
へ
な
い
。

　
勝
本
氏
が
芸
術
的
価
値
の
純
粋
性
、
先
験
性
を
否
定
し
て
こ
れ
を
複
合
的
に
、
経
験
的
に
、
社
会
的
に
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考
察
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
で
正
し
い
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
私
の
主
張
は
そ
の
た
め
に
少
し
も
手
傷
を

負
ふ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
芸﹅
術﹅
性﹅
と
芸
術
的
価
値
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
蔵
原
惟
人
氏
と
勝
本
氏
と
の
考
へ
方
は
、
全
く
の
論
理

的
遊
戯
で
し
か
な
い
。
し
か
も
こ
の
遊
戯
は
勝
本
氏
の
理
論
の
一
貫
性
を
破
綻
せ
し
め
る
危
険
な
遊
戯
で

あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
性
と
い
ふ
神
秘
的
な
も
の
を
設
定
し
て
、
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
も
の
を
全
く
功
利
的

な
も
の
と
し
て
そ
れ
か
ら
区
別
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
プ
レ
ハ
ノ
フ
の
所
謂
あ
る
作
品
の
気
分
の

高
さ
、
感
情
の
強
さ
、
換
言
す
れ
ば
人
を
動
か
す
力
は
、
芸
術
作
品
の
芸
術
性
で
あ
つ
て
、
同
時
に
芸
術

的
価
値
で
あ
る
。
そ
れ
は
複
合
物
で
あ
つ
て
も
純
粋
物
で
あ
つ
て
も
か
ま
は
な
い
の
だ
。
新
奇
な
言
葉
を

つ
く
り
出
す
こ
と
は
、
決
し
て
問
題
を
解
決
す
る
所
以
で
は
な
い
。
「
人
間
の
行
為
に
は
倫
理
性
は
あ
る

が
倫
理
価
値
は
な
い
」
と
い
ふ
や
う
な
主
張
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
ソ
フ
イ
ズ
ム
へ
の
復
帰
以
外
の
何

物
で
も
な
い
。

　
次
に
同
氏
の
「
芸
術
運
動
に
於
け
る
前
衛
性
と
大
衆
性
」
は
、
最
近
に
あ
ら
は
れ
た
こ
の
種
の
論
文
の

中
で
最
も
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
な
も
の
で
あ
つ
た
。

　
勝
本
氏
の
こ
の
論
文
に
於
け
る
主
張
の
中
心
問
題
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
の
確
立
の
た
め
の
運
動
」

と
「
大
衆
化
の
た
め
の
運
動
」
と
を
一
応
分
離
し
、
更
に
こ
の
両
者
は
一
つ
の
方
向
に
向
つ
て
統
一
さ
れ
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る
と
い
ふ
点
に
あ
る
。
こ
の
考
へ
方
に
よ
つ
て
、
私
は
明
か
に
私
の
多
く
の
批
判
者
よ
り
も
よ
り
高
度
の

認
識
に
達
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
氏
は
、
い
ま
現
在
あ
る
文
学
作
品
を
そ
の
外
部
に
あ
ら
は
れ

た
相
貌
に
よ
つ
て
分﹅
類﹅
し
た
。
分
類
と
い
ふ
方
法
は
た
し
か
に
現
象
を
理
解
す
る
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
方
法
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
外
部
的
分
類
は
徹
底
的
に
現
象
を
理
解
せ
し
め
る
方
法
で
は
な
い
。
徹

底
的
理
解
に
達
す
る
た
め
に
は
、
外
部
的
分
類
で
な
し
に
、
内
部
的
分
析
の
方
法
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
勝
本
氏
が
外
部
か
ら
分
類
し
た
こ
と
を
、
内
部
か
ら
そ
の
価
値
構
成
要
素
を
分
析
し
て
、
政
治
的
価

値
と
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
二
つ
の
価
値
の
結
合
を
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
中
に
認
め
た
の
で
あ
つ
た
。
勝

本
氏
が
作
品
の
相
貌
に
よ
つ
て
分
つ
た
こ
と
を
、
私
は
作
品
の
機
能
に
よ
つ
て
分
つ
た
の
で
あ
る
。

　
従
つ
て
氏
が
、
私
の
所
謂
マ﹅
ル﹅
ク﹅
ス﹅
主﹅
義﹅
文﹅
学﹅
を
、
「
昨
年
の
三
月
十
五
日
事
件
以
後
の
政
治
的
情
勢

に
結
び
つ
い
た
大
衆
化
の
過
程
に
於
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
ア
ヂ
・
プ
ロ
文
学
運
動
の
場
合
を
主
と
し
て

指
し
た
に
違
ひ
な
い
」
と
い
ふ
の
は
、
あ
ま
り
に
問
題
を
局
限
し
す
ぎ
て
ゐ
る
。
私
は
意
識
的
マ
ル
ク
ス

主
義
の
文
学
全
体
に
つ
い
て
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
強
ひ
て
日
附
を
示
す
な
ら
、
日
本
で
は
目
的
意
識
の
理

論
が
文
学
に
導
入
さ
れ
た
時
か
ら
以
後
の
文
学
作
品
を
さ
し
て
ゐ
る
の
だ
。
氏
等
の
所
謂
「
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
確
立
の
た
め
の
運
動
」
を
も
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
の
も
と
に
た
つ
意
識
的
運
動
で
あ
る
と
解
し
て

ゐ
る
の
だ
。
こ
の
点
で
は
私
の
見
解
は
、
勝
本
氏
よ
り
も
寧
ろ
、
鹿
地
、
中
野
両
氏
に
近
い
。
こ
れ
は
ナ
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ツ
プ
に
於
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
確
立
の
運
動
が
政
治
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
又
さ
う
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
が
証
明
し
て
ゐ
る
。
た
ゞ
こ
と
に
よ
る
と
私
が
両
氏
と
異
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
点
は
、
志
賀

直
哉
の
作
品
に
も
中
野
重
治
の
作
品
に
も
、
歴
史
的
価
値
で
は
な
い
、
ア
ク
チ
ユ
ア
ル
な
芸
術
的
価
値
を

認
め
、
そ
の
芸
術
的
価
値
は
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
家
の
場
合
に
も
一
応
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
然
る
後
、
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
の
政
治
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
イ
の
故
に
、
「
涙
を
の
ん
で
」
志
賀
氏
の
作
品
は
す
て
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
へ
る
点
に
あ
る
。
つ
い
で
に
言
つ
て
お
く
が
、
大
宅
氏
は
私
に
対
し
て
、
実
際
の
作
品
批
評

の
場
合
に
私
が
ど
ん
な
基
準
を
と
る
か
と
詰
問
揶
揄
さ
れ
た
が
、
私
は
大
体
今
述
べ
た
や
う
な
基
準
を
と

る
し
、
こ
れ
は
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
な
い
と
し
て
も
（
実
際
、
私
は
少
な
く
と
も
ど
ん
な
マ
ル
ク
ス

主
義
団
体
の
紀
律
に
も
服
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
点
で
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
承
認
す

る
。
せ
い
／
″
＼
マ
ル
ク
ス
主
義
の
真
実
性
を
認
め
る
と
い
ふ
意
味
で
の
同
伴
者
で
し
か
な
い
こ
と
を
認

め
る
。
）
凡
て
の
進
歩
的
批
評
の
基
準
で
あ
る
と
信
ず
る
。
た
ゞ
或
る
作
品
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
稀
薄
で

あ
る
場
合
は
芸
術
性
の
み
を
批
評
の
対
象
と
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
逆
の
場
合
に
は
芸
術
性
が
す
ぐ
れ

て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
程
、
深
刻
に
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
る
こ
と
、
並
び
に
私
が
理
想
と
し
て
信

じ
て
ゐ
る
こ
と
を
文
字
通
り
実
現
す
る
能
力
が
私
に
な
い
こ
と
は
認
め
る
。
批
評
と
数
学
と
は
そ
の
点
で

ち
が
ふ
の
だ
。
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七
　
川
口
浩
氏
の
理
論
的
混
乱

「
戦
旗
」
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
川
口
浩
氏
の
「
平
林
初
之
輔
氏
の
所
論
そ
の
他
」
は
、
以
上
に
私

が
述
べ
た
問
題
以
外
に
何
等
重
要
な
新
し
い
問
題
を
提
起
し
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
、
特
別
こ
ゝ
に
論
評
す

る
必
要
は
な
い
の
だ
が
、
た
ゞ
こ
の
論
文
が
、
ナ
ツ
プ
の
機
関
紙
に
掲
載
さ
れ
て
を
る
と
い
ふ
重
要
さ
の

た
め
に
一
言
し
て
お
く
。

　
先
づ
氏
は
『
問
題
の
焦
点
は
、
芸
術
作
品
の
価
値
と
は
、
社﹅
会﹅
的﹅
乃﹅
至﹅
政﹅
治﹅
的﹅
価﹅
値﹅
以
外
の
何
物
で
も

な
い
か
、
或
は
そ
れ
以
外
に
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
特
殊
な
価
値
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
所
に
あ
る

ら
し
い
』
と
い
ふ
甚
だ
し
く
曖
昧
な
問
題
の
と
ら
へ
方
を
し
て
ゐ
る
。
こ
ゝ
で
眼
立
つ
の
は
、
社
会
的
価

値
と
い
ふ
一
般
的
な
価
値
と
政
治
的
価
値
と
い
ふ
特
殊
な
価
値
と
が
同
義
語
に
解
さ
れ
て
ゐ
る
点
だ
。
そ

し
て
氏
は
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
も
の
は
成
立
し
な
い
と
し
、
芸
術
の
価
値
は
、
そ
の
社
会
的
価
値
乃
至
政

治
的
価
値
（
乃
至
階
級
的
価
値
）
に
の
み
あ
り
と
し
、
し
か
も
こ
の
問
題
は
既
に
は
一
応
解
決
さ
れ
て
ゐ

る
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
氏
が
主
張
さ
れ
る
や
う
に
、
奇
妙
な
風
に
解
決
？
　
さ
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
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芸
術
で
な
く
、
わ
か
り
や
す
い
た
め
に
大
砲
を
考
へ
て
見
よ
う
。
大
砲
の
価
値
は
社
会
的
価
値
で
あ
る

と
す
る
勝
本
、
大
宅
氏
等
の
考
へ
方
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
正
し
い
。
だ
が
、
大
砲
の
価
値
が
、
政
治
的
価

値
で
あ
る
と
か
、
階
級
的
価
値
で
あ
る
と
か
い
ふ
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
大
砲
の
価
値
を
生
ぜ
し
め

る
も
の
は
、
そ
の
破
壊
力
で
あ
る
。
（
芸
術
の
価
値
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
が
人
と
人
と
を
感
情
的
に
結
合

す
る
等
々
に
あ
る
が
如
く
）
こ
の
価
値
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
武
器
と
し
て
用
ひ
ら
れ
る
時
と
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
の
武
器
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
時
と
で
は
目
的
が
ち
が
ふ
。
だ
が
両
者
と
も
に
大
砲
の
破
壊
力
を
利
用

す
る
の
で
、
そ
れ
が
な
く
な
つ
て
し
ま
へ
ば
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に
も
大
砲
と
し
て
の
価

値
は
消
滅
す
る
。
階
級
に
よ
つ
て
か
は
る
の
は
大
砲
の
筒
先
の
方
向
だ
け
で
あ
る
。
芸
術
も
同
様
に
、
階

級
に
よ
つ
て
、
異
つ
た
方
向
へ
の
歪
み
を
受
け
る
。
だ
が
精
巧
な
大
砲
は
ど
の
階
級
が
用
ゐ
て
も
強
力
な

武
器
と
な
る
や
う
に
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
は
ど
の
階
級
か
ら
生
産
さ
れ
て
も
有
力
な
効
果
を
も
つ
。
芸

術
の
価
値
を
政
治
的
価
値
乃
至
階
級
的
価
値
に
の
み
局
限
す
る
の
は
、
社
会
的
価
値
と
し
て
の
芸
術
価
値

を
も
拒
む
こ
と
に
な
り
、
階
級
と
い
ふ
も
の
が
、
魔
法
使
の
や
う
に
凡
て
の
も
の
に
価
値
を
与
へ
た
り
、

と
り
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
に
階
級
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は

不
朽
の
功
績
で
あ
つ
た
。
だ
が
川
口
氏
の
階
級
の
や
う
な
不
思
議
な
力
を
も
つ
た
階
級
を
発
見
し
た
名
誉

は
川
口
氏
自
身
が
ほ
し
い
ま
ゝ
に
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
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古
今
の
芸
術
の
傑
作
が
す
べ
て
芸﹅
術﹅
性﹅
を
も
つ
に
拘
ら
ず
芸
術
的
価
値
を
も
た
な
い
と
い
ふ
説
は
蔵
原
、

勝
本
説
を
祖
述
す
る
も
の
で
、
そ
の
ソ
フ
イ
ズ
ム
的
性
質
は
既
に
私
が
証
明
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
つ
け
加
へ
て
こ
ゝ
で
言
つ
て
お
く
が
、
こ
れ
等
の
諸
君
が
、
芸
術
的
価
値
と
い
ふ
言
葉
そ
の
も

の
が
ど
う
し
て
も
気
に
く
は
ぬ
と
い
ふ
な
ら
、
私
は
芸
術
性
と
い
ふ
言
葉
と
か
へ
て
も
よ
い
。
こ
の
芸
術

性
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
作
品
に
も
然
ら
ざ
る
作
品
に
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
之
等
の
諸

君
が
挙
つ
て
認
め
て
を
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
芸
術
性
が
芸
術
を
芸
術
た
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
も
亦
、
以
上
の
諸
君
に
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
ら
ば
こ
の
芸
術
性
の
大
小
、
強
弱
、
濃
淡

に
よ
つ
て
、
そ
の
芸
術
の
価﹅
値﹅
が
は
か
ら
れ
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
。

　
川
口
氏
は
私
の
や
う
な
議
論
は
「
無
用
な
混
乱
を
ひ
き
起
す
危
険
を
も
つ
て
ゐ
る
」
と
言
は
れ
る
。
だ

が
、
氏
の
頭
の
中
に
矛
盾
の
ま
ゝ
で
そ
つ
と
し
ま
つ
て
あ
る
観
念
に
、
一
度
混
乱
を
惹
き
起
さ
せ
る
こ
と

は
、
氏
自
身
の
頭
脳
の
整
理
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
だ
。

「
問
題
の
後
戻
り
は
運
動
の
実
践
に
と
つ
て
は
不
利
益
だ
」
と
川
口
氏
は
言
は
れ
る
。
だ
が
問
題
を
矛
盾

の
ま
ゝ
に
残
し
、
何
一
つ
整
理
し
な
い
で
頭
の
中
へ
ご
ち
や
ご
ち
や
に
詰
め
こ
ん
で
、
先
へ
〳
〵
と
パ
ツ

ス
し
て
ゆ
く
の
は
更
に
不
利
益
だ
。
マ
ル
ク
ス
は
川
口
氏
と
は
反
対
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
闘
争
は
、
一

進
一
退
、
進
ん
だ
か
と
思
ふ
と
又
退
き
、
征
服
し
た
も
の
を
更
に
征
服
し
な
ほ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
非
常
な
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忍
耐
を
要
す
る
闘
争
だ
と
言
つ
て
ゐ
る
。

　
青
野
季
吉
氏
は
つ
い
二
年
前
に
、
「
コ
ン
ミ
ユ
ニ
ス
ト
の
文
学
観
は
た
し
か
に
ま
だ
組
織
さ
れ
て
ゐ
な

い
、
…
…
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
学
観
の
建
設
は
今
日
、
世
界
の
共
同
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
…
…
そ
ん
な

わ
け
で
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
観
を
示
せ
と
言
は
れ
た
つ
て
、
私
た
ち
は
何
の
恥
づ
る
と
こ
ろ
も
無
く
、

そ
ん
な
も
の
ゝ
持
ち
合
せ
は
あ
り
ま
せ
ぬ
と
率
直
に
、
ぶ
つ
き
ら
棒
に
答
へ
る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
」

（
新
潮
、
昭
和
二
年
五
月
号
所
載
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
観
に
つ
い
て
」
）
と
言
つ
て
ゐ
る
。
二
年
の
間

に
そ
れ
程
事
情
が
変
つ
た
と
思
は
な
い
私
は
、
今
も
な
ほ
青
野
氏
の
こ
の
言
葉
は
大
部
分
真
実
で
あ
る
と

思
ふ
。
だ
か
ら
私
は
外
の
理
由
で
な
ら
兎
も
角
、
川
口
氏
の
粗
雑
極
ま
る
芸
術
論
を
支
持
し
な
い
か
ら
と

い
ふ
理
由
で
、
「
彼
は
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
泥
沼
に
片
足
を
踏
み
こ
ん
だ
こ
と
に
な
る
」
と
決
定
さ
れ

る
こ
と
は
少
々
不
服
な
の
で
あ
る
。
相
手
の
議
論
を
よ
く
理
解
も
し
な
い
で
、
自
己
の
理
論
を
何
等
整
理

も
し
な
い
で
、
少
し
勝
手
の
か
は
つ
た
理
論
に
ぶ
つ
ゝ
か
る
と
、
彼
は
非
マ
ル
ク
ス
主
義
者
だ
と
い
ふ
目

つ
ぶ
し
を
投
げ
る
の
は
、
た
と
ひ
そ
の
人
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
つ
て
も
、
卑
怯
な
マ
ル
ク
ス
主
義
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
年
八
月
「
新
潮
」
）

　
附
記
、
　
こ
の
他
、
青
木
壮
一
郎
、
細
田
民
樹
、
谷
川
徹
三
、
安
田
義
一
諸
氏
の
主
張
を
検
討
す
る
つ

も
り
だ
つ
た
が
既
に
許
さ
れ
た
紙
面
を
超
過
し
た
し
、
大
体
以
上
の
答
へ
の
中
に
谷
川
氏
を
除
く
諸
氏
へ
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の
解
答
は
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
か
ら
、
こ
れ
で
一
先
づ
こ
の
論
稿
を
終
る
こ
と
に
す
る
。
谷
川
氏
は
私

よ
り
も
は
つ
き
り
と
私
と
同
じ
問
題
の
提
出
の
し
か
た
を
し
て
、
ち
が
つ
た
結
論
に
到
達
さ
れ
た
ゞ
け
に

過
ぎ
な
い
。
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た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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