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（
一
）
　
芸
術
の
検
閲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
一
年
十
一
月
）

　
ロ
ダ
ン
の
「
接
吻
」
が
公
開
を
禁
止
さ
れ
た
と
き
、
大
分
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
起
こ
っ
た
。
が
そ
の
議

論
の
多
く
は
、
検
閲
官
を
芸
術
の
評
価
者
で
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
点
で
、
根
本
に
見
当
違
い
が

あ
っ
た
と
思
う
。

　
検
閲
官
は
芸
術
の
解
ら
な
い
人
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
彼
の
職
務
は
或
る
作
品
が
い
か
な
る
芸
術

的
価
値
を
持
つ
か
を
定
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
公
開
さ
れ
る
場
合
に
公
衆
に
対
し
て
い
か
な

る
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
精
確
に
判
定
し
、
そ
の
影
響
が
社
会
の
秩
序
を 

紊  

乱 

び
ん
ら
ん

し
善
良
な
風
俗
を
壊
乱
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
公
開
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
作
品
で
も
、

も
し
実
際
に
右
の
よ
う
な
影
響
を
公
衆
に
及
ぼ
す
と
す
れ
ば
、
彼
は
当
然
そ
の
作
品
の
公
開
を
禁
止
し
て

よ
い
。
彼
に
対
し
て
そ
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
説
い
て
聞
か
せ
る
こ
と
は
な
ん
の
意
味
を
も
な
さ
な
い
。

た
と
い
彼
が
そ
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
を
充
分
理
解
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
公
衆
に
対
す
る

作
品
の
影
響
が
依
然
と
し
て
同
一
で
あ
る
限
り
は
、
彼
は
そ
の
禁
止
を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
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そ
こ
で
中
心
の
問
題
は
、
公
衆
に
対
す
る
作
品
の
影
響
が
、
果
た
し
て
精
確
に
判
定
せ
ら
れ
て
い
る
か

否
か
の
問
題
で
あ
る
。

　
芸
術
品
は
、
も
し
そ
れ
が
真
に
芸
術
品
で
あ
り
、
ま
た
正
当
に
芸
術
品
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
れ
ば
、
い
か

な
る
場
合
に
も
社
会
の
秩
序
を
乱
し
風
俗
を
壊
乱
す
る
と
い
う
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
な
い
。
む

し
ろ
鑑
賞
者
の
生
活
を
高
め
豊
富
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
社
会
の
秩
序
を
高
め
風
俗
を

善
良
に
す
る
。
裸
体
の
男
女
が
相
抱
い
て
い
る
姿
を
描
写
し
た
彫
刻
絵
画
も
、
そ
れ
が
芸
術
品
で
あ
り
ま

た
芸
術
品
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
以
上
は
、
決
し
て
風
俗
を
壊
乱
し
な
い
。
し
か
し
芸
術
品
は
必
ず
し
も
す

べ
て
の
人
々
か
ら
一
様
に
芸
術
的
な
鑑
賞
を
受
け
る
も
の
で
な
い
。
例たと
え
ば
、
優
れ
た
作
品
ほ
ど
正
当
な

鑑
賞
を
受
け
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
、
古
来
の
偉
大
な
作
品
が
明
ら
か
に
実
証
し
て
い
る
。
だ
か
ら
作
品

を
公
開
す
る
場
合
に
は
、
公
衆
の
中
の
何
割
か
が
正
当
な
芸
術
的
鑑
賞
に
堪
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

許
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
正
当
に
鑑
賞
さ
れ
な
い
場
合
に
、
作
品
が
い
か
な
る
影
響
を

及
ぼ
す
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
作
品
の
美
し
さ
或
い
は
意
味
が
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
う
し
て
そ
れ

が
感
じ
ら
れ
な
い
場
合
に
他
に
な
ん
の
魅
力
も
な
い
と
す
れ
ば
、
公
衆
は
そ
の
作
品
か
ら
な
ん
の
影
響
も

う
け
ず
、
ま
た
た
だ
ち
に
そ
れ
を
捨
て
去
る
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
そ
の
作
品
の
本
来
の
美
し
さ
を
感
じ

な
い
で
も
、
な
お
そ
こ
に
或
る
魅
力
を
感
ず
る
場
合
、
例
え
ば
題
材
に
対
し
て
興
味
を
覚
え
る
場
合
に
は
、
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公
衆
は
そ
の
作
品
か
ら
或
る
影
響
を
う
け
る
。
マ
ダ
ム
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
を
読
ん
で
姦
通
を
煽
動
さ
れ
る
と

か
、
ロ
ダ
ン
の
「
接
吻
」
を
見
て
肉
欲
を
刺
戟
さ
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
場
合
は
あ
る
に
相
違
な
い
。
題

材
が
恋
愛
、
性
欲
等
で
あ
り
、
そ
の
題
材
自
身
が
不
倫
な
恋
や
肉
欲
の
興
味
を
そ
そ
り
得
る
場
合
に
は
、

確
か
に
風
俗
壊
乱
と
い
う
影
響
を
公
衆
の
或
る
者
に
及
ぼ
し
得
る
。
だ
か
ら
こ
の
種
の
影
響
を
う
け
る
人

間
が
多
数
に
存
在
す
る
以
上
、
検
閲
官
が
そ
の
作
品
を
禁
止
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
が
し
か
し
そ
れ
は
、

題
材
が
恋
愛
、
性
欲
等
で
あ
り
、
そ
の
描
写
が
際
ど
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
判
定
す
る
わ
け
に
行
か
な

い
。
題
材
が
何
で
あ
っ
て
も
、
公
衆
が
そ
れ
を
芸
術
的
に
鑑
賞
し
得
る
以
上
は
、
禁
止
の
根
拠
は
存
在
し

な
い
。
検
閲
官
に
禁
止
の
権
利
を
与
え
る
も
の
は
、
そ
の
作
品
を
芸
術
的
に
鑑
賞
し
得
ず
た
だ
そ
の
作
品

か
ら
肉
感
的
な
煽
動
を
受
け
る
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
公
衆
が
存
在
す
る
と
い
う
事﹅
実﹅
で
あ
る
。
こ
の
事﹅

実﹅
を
検
閲
官
は
い
か
に
し
て
捕
え
て
い
る
か
。

　
ロ
ダ
ン
の
「
接
吻
」
は
裸
体
の
男
女
が
抱
き
合
っ
て
い
る
像
で
あ
る
。
し
か
し
裸
体
の
男
女
が
抱
き
合

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
禁
止
の
理
由
に
な
ら
な
い
。
こ
の
像
の
美
し
さ
を
公
衆
が
理
解
し
得

ず
、
た
だ
肉
感
的
な
刺
戟
の
み
を
受
け
る
と
い
う
事﹅
実﹅
が
あ
っ
て
初
め
て
禁
止
の
理
由
が
成
立
す
る
。
こ

の
事
実
は
い
か
に
し
て
捕
え
ら
れ
た
か
。
検
閲
官
が
自
み
ず
から
そ
う
い
う
刺
戟
の
み
を
受
け
た
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
、
公
衆
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
認
定
が
許
さ
れ
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る
な
ら
ば
、
美
術
家
が
そ
う
い
う
刺
戟
を
決
し
て
受
け
な
い
と
い
う
自
分
の
経
験
を
基
礎
と
し
て
、
公
衆

も
ま
た
す
べ
て
こ
れ
を
芸
術
的
に
鑑
賞
し
得
る
と
認
定
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
斥
し
り
ぞけ
る
権
利
が
な
い
。
公

衆
の
内
に
た
だ
一
人
（
す
な
わ
ち
検
閲
官
）
で
も
肉
感
的
刺
戟
の
み
を
受
け
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
の
公
開

を
禁
止
し
て
よ
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
検
閲
官
の
ご
と
き
位
置
に
あ
る
少
数
の
人
の
み
が
、
そ
う

い
う
影
響
を
う
け
て
も
、
そ
れ
は
社
会
の
善
良
な
風
俗
を
乱
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
ょ

せ
ん
検
閲
官
の
認
定
は
、
自
己
の
経
験
か
ら
の
類
推
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
（
二
）
　
一
つ
の
私
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
三
年
二
月
）

　
歳
暮
余
日
も
無
之
御
多
忙
の
程
察
上
候
。
貴
家
御
一
同
御
無
事
に
候
哉
御
尋
申
候
。
却
説
去
廿
七
日
の

　
出
来
事
（
註
、
難
波
大
助
事
件
の
こ
と
）
は
実
に
驚
愕
恐
懼
の
至
に
不
堪
、
就
て
は
甚
だ
狂
気
浸
み
た

　
る
話
に
候
へ
共
、
年
明
候
へ
ば
上
京
致
し
心
許
り
の
警
衛
仕
度
思
ひ
立
ち
候
が
、
汝
、
困
る
様
之
事
も

　
無
之
候
か
、
何
れ
上
京
致
し
候
は
ば
街
頭
に
て
宣
伝
等
も
可
致
候
間
、
早
速
返
報
有
之
度
候
。

　
　
　
　
　
新
年
言
志
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み
こ
と
の
り
あ
や
に
か
し
こ
み
か
し
こ
み
て
た
だ
し
き
心
お
こ
せ
世
の
人

　
　
　
　
　
廿
七
日
の
怪
事
件
を
聞
き
て

　
　
　
い
ざ
さ
ら
ば
都
に
の
ぼ
り
九
重
の
宮
居
守
ら
ん
老
が
身
な
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
老

　
こ
う
い
う
手
紙
が 

大 

晦 

日 

お
お
み
そ
か

の
晩
に
つ
い
た
。
野
老
は
小
生
の
老
父
で
、
安
政
三
年
す
な
わ
ち
一
八
五

六
年
生
ま
れ
、
取
っ
て
六
十
九
に
な
る
。
小
生
は
子
供
の
時
分
こ
の
父
を
尊
敬
し
た
。
年
頃
に
な
る
と
し

ば
し
ば
叱
ら
れ
た
関
係
も
あ
っ
て
小
生
の
方
で
反
抗
心
を
抱
い
て
い
た
が
二
十
五
、
六
を
過
ぎ
て
か
ら
再

び
尊
敬
す
る
こ
と
を
覚
え
た
。
思
想
が
古
い
と
か
古
く
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
末
で
あ
っ
て
、

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
、
ま
た
そ
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
人
格
的
な
力
と
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
方
が
大

切
だ
、
と
こ
う
気
づ
き
始
め
る
と
、  
儒    
教  
じ
ゅ
き
ょ
う

で
育
て
ら
れ
た
父
の
思
想
が
時
勢
の
変
遷
と
い
っ
こ
う
に

合
っ
て
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
に
お
い
て
極
め
て
正
し
い
、
ま
た
そ
の
思
想
に
従
っ
て
行
為
す
る

上
に
頑
固
な
固
意
地
な
確
か
さ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
見
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
父
は
医
者

で
あ
る
が
、
医
者
は
病
気
と
い
う
も
の
を
こ
の
人
生
か
ら
駆
逐
す
る
任
務
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
で

動
い
て
い
た
。
父
の
日
常
の
動
作
に
「
報
酬
の
た
め
」
或
い
は
「
生
活
費
の
た
め
」
と
い
う
影
の
さ
し
た

こ
と
を
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
報
酬
は
も
ち
ろ
ん
受
け
る
、
し
か
し
自
分
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
が
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第
一
で
あ
る
か
ら
、
も
し
患
者
が
報
酬
を
払
わ
な
く
と
も
そ
れ
を
取
り
立
て
よ
う
と
は
せ
ぬ
。
そ
う
し
て

報
酬
と
ま
る
で
釣
合
わ
な
い
よ
う
な
苦
し
い
労
働
で
あ
る
場
合
で
も
、
病
気
と
あ
れ
ば
、
黙
々
と
し
て
自

分
の
任
務
を
果
た
し
た
。
父
が
患
者
に
対
し
て
愛
嬌
を
ふ
り
ま
く
と
か
、
患
者
を
心
服
せ
し
め
る
た
め
に

ホ
ラ
を
吹
く
と
か
、
そ
う
い
う
類
の
外
交
術
を
や
っ
て
い
る
場
面
は
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
病
気

と
聞
い
て
即
座
に
飛
び
出
し
て
行
か
な
い
場
合
も
か
つ
て
な
か
っ
た
と
思
う
。
田
舎
い
な
か
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
う
い
う
生
活
は
か
な
り
烈
し
い
肉
体
的
労
働
を
も
意
味
し
た
。
父
の
一
生
は
い
わ
ば
任
務
を
果
た
す
た

め
の 

苦  

行 

く
ぎ
ょ
う

の
連
続
で
あ
っ
た
。
か
く
の
ご
と
き
苦
行
を
続
け
得
た
父
の
性
格
を
小
生
は
尊
敬
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
尊
敬
す
る
父
か
ら
上
記
の
ご
と
き
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
父
は
そ
の
青
春
時
代
の
情
操
を 
頼 
山 

陽 
ら
い
さ
ん
よ
う
な
ど
の
文
章
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
維
新
の
原
動

力
と
な
っ
た
尊
皇
の
情
熱
を
、
維
新
の
当
時
に
吹
き
込
ま
れ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
政
治
の
実
権
を
武
士

階
級
の
手
に
奪
わ
れ
て
た
だ
名
目
上
の
主
権
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
皇
室
、
そ
の
皇
室
に
対
す
る
情
熱
を
吹

き
込
ま
れ
た
。
か
く
て
父
は
、
ち
ょ
う
ど
頼
山
陽
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
足
利
氏
の
圧
迫
に
対
し
て

た
だ
ひ
と
り
皇
室
を
守
る
楠
公
の
情
熱
を
自
分
の
情
熱
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
持
ち
が
、
憲
法
発

布
以
後
に
生
ま
れ
た
我
々
に
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
来
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
我
々
は
物
を

覚
え
始
め
る
最
初
か
ら
皇
室
を
日
本
の
絶
対
的
主
権
者
と
し
て
仰
い
で
い
る
。
こ
の
皇
室
を
守
る
た
め
に
、
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国﹅
内﹅
の﹅
他
の
勢
力
（
例
え
ば
足
利
氏
、
徳
川
氏
）
に
対
し
て
反
抗
す
る
と
い
う
よ
う
な
情
熱
は
、
切
実
に

起
こ
り
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
我
々
が
切
実
に
感
じ
た
の
は
、
外﹅
国﹅
の﹅
圧
迫
に
対
し
て
日
本
帝
国
を

守
る
情
熱
で
あ
る
。
三
国
干
渉
は
朧おぼ
ろ
な
が
ら
も
子
供
心
を
刺
戟
し
た
。
露
国
の
圧
迫
に
対
し
て
は
、
お

そ
ら
く
楠
公
が
足
利
氏
に
対
し
て
持
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
ま
た
父
が
徳
川
氏
に
対
し
て
持
っ
た
で
あ

ろ
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
心
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
（
自
分
が
日
露
戦
争
を
経
験
し
た
の
と
、
父

が
維
新
を
経
験
し
た
の
と
は
、
ほ
ぼ
同
年
配
で
あ
る
）
す
な
わ
ち
我
々
に
と
っ
て
は
皇
室
は
日
本
帝
国
と

同
義
で
あ
っ
た
。
皇
室
に
対
し
て
忠
で
あ
る
こ
と
は
、
「
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
ず
る
」
こ
と
で

あ
っ
た
。
対﹅
内﹅
的﹅
で
な
く
し
て
対﹅
外﹅
的﹅
で
あ
っ
た
。
徳
川
時
代
の
主
従
関
係
の
よ
う
に
個﹅
人﹅
的﹅
な
も
の
で

は
な
く
、
対
国
家
の
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
相
違
が
我
々
父
子
の
間
に
存
し
て
い
る
。
そ
の
事
を

ま
ず
小
生
は
前
記
の
手
紙
に
よ
っ
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
正
直
に
言
え
ば
自
分
は
、
二
十
七
日
の
事
件
を
聞
い
た
と
き
、
自
ら
皇
室
を
警
衛
し
に
行
こ
う
と
い
う

心
持
ち
は
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
皇
室
警
衛
の
た
め
に
東
京
に
は
近
衛
こ
の
え
師
団
が
あ
る
。
巡
査
や
憲
兵
も
沢
山

い
る
。
警
手
も
い
る
。
我
々
の
出
る
幕
で
は
な
い
。
　
　
し
か
し
父
が
自
ら
警
衛
し
た
い
と
い
う
心
持
ち

に
も
当
然
の
理
由
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
父
の
皇
室
に
対
す
る
情
熱
は
、
乃
木
大
将
の
そ
れ
の
よ

う
に
、
個﹅
人﹅
的﹅
な
も
の
で
あ
る
。
徳
川
時
代
の
主
従
関
係
に
基
礎
を
置
い
た
忠
義
の
心
持
ち
で
あ
る
。
そ
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う
し
て
ま
た
対﹅
内﹅
的﹅
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
ら
、
身
を
も
っ
て
、
警
衛
し
た
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
が

そ
う
考
え
て
来
る
と
共
に
、
現
在
の
組
織
制
度
が
も
は
や
父
の
ご
と
き
志
を
実
行
不
可
能
な
も
の
に
し
て

い
る
こ
と
に
も
自
お
の
ず
から
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
自
ら
直
接
に
皇
室
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
は
別
で
あ
る
。
一
平
民
と
し
て
今
自
ら
皇
室
を
警
衛

し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
手
段
を
取
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
に
は
、
正
規
の
手
続
き
を

経
て
、
軍
人
、
巡
査
、
警
手
な
ど
に
な
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
父
は
も
う
老
年
で
こ
の
内
の
ど
れ
に
も
な
れ

な
い
。
し
か
ら
ば
あ
と
に
残
さ
れ
た
の
は
、
皇
居
離
宮
な
ど
の
ま
わ
り
を
う
ろ
つ
く
か
、
ま
た
は  

行  

幸

ぎ
ょ
う
こ

  

啓  

う
け
い
の
と
き
に
路
傍
に
立
つ
こ
と
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
時
二
重
橋
前
に
集
ま
り
、
ま
た
行
幸
啓
の
と

き
路
傍
に
立
っ
て
い
る
人
々
の
行
為
と
、
な
ん
ら
異
な
っ
た
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
経
験
に
よ
れ

ば
、
警
衛
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
「
取
り
締
ま
ら
れ
る
」
立
場
で
あ
る
。
刑
事
の
ご
と
き
特
殊
の
技
能
を

持
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
警
衛
と
し
て
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
ぬ
。
こ
う
い
う
方
法
を
取
る
た
め
に
田

舎
か
ら
出
て
来
て
東
京
を
う
ろ
つ
く
の
が
臣
民
と
し
て
忠
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
落
ち
着
い
て
自
分
の
任

務
を
つ
く
す
の
が
忠
で
あ
る
か
、
　
　
も
ち
ろ
ん
後
者
で
あ
る
に
相
違
な
い
。

　
父
の
ご
と
き
志
は
、
今
の
社
会
で
は
も
は
や
そ
れ
を
有
効
に
充
た
す
方
法
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
な

ん
ら
か
の
方
法
で
そ
の
心
持
ち
を
表﹅
現﹅
す﹅
る﹅
に
留とど
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
数
万
の
人
々

10蝸牛の角



は
こ
の
正
月
に
明
治
神
宮
を
参
拝
し
て
、
摂
政
宮
殿
下
の
万
歳
を
叫
び
、
或
い
は
安
泰
を
祈
り
、
そ
れ
で

も
っ
て
右
の
よ
う
な
心
持
ち
を
表
現
し
た
。

　
警
衛
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
わ
け
で
実
現
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
街
頭
の
宣
伝
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ま
で
人
前
で
演
説
な
ど
を
し
た
こ
と
の
な
い
父
が
、
街
頭
で
宣
伝
を
や
る
と
言
い
だ
し
た
の
は

よ
ほ
ど
気
持
ち
が
緊
張
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
父
が
宣
伝
し
よ
う
と
す
る
の
は
何
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
小
生
に
は
す
ぐ
に
解
っ
た
。
父
は
た
だ
い
わ
ゆ
る
過
激
思
想
だ
け
を
恐
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
総
じ
て
人
心
の
腐
敗
に
対
し
て
公
憤
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
激
思
想
も
も
ち
ろ
ん
そ
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
過
激
思
想
を
退
治
し
よ
う
と
し
て
い
る
為
政
者
の
言
行
と
い
え
ど
も

ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
利
の
た
め
に
働
か
ず
、
任
務
自
身
の
た
め
の
任
務
を
つ

く
し
て
来
た
父
か
ら
見
る
と
、
現
在
の
政
治
家
の
よ
う
に
利
の
た
め
に
動
い
て
国
家
の
た
め
の
任
務
を
そ

の
方
便
と
し
て
い
る
人
間
は
、
腐
敗
し
た
も
の
の
骨
頂
で
あ
る
。
例
え
ば
原
敬
の
ご
と
き
に
対
し
て
は
奸か

   

獰 

ん
ね
い
邪
智
の  

梟    

雄  

き
ょ
う
ゆ
う

と
し
て
心
か
ら
憎
悪
を
抱
い
て
い
た
。
原
敬
の
眼
中
に
は
た
だ
自
党
の
利
益
の
み

が
あ
っ
て
国
家
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
彼
の
政
党
は
私
利
を
の
み
目
ざ
す
人
間
の
集
団
で
あ
っ
て
、
自
党
の

利
益
と
は
結
局
党
員
各
自
の
私
利
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
集
団
の
力
に
よ
っ
て
政
権
を
握
り
、
そ
の
権
力

に
よ
っ
て
各
自
の
私
利
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
政
治
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
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い
。
明
治
大
帝
の
詔
み
こ
と
の
りに
い
う
、
「
官
武
一
途
庶
民
に
至
る
ま
で
、
各﹅
﹅々

そ﹅
の﹅
こ﹅
こ﹅
ろ﹅
ざ﹅
し﹅
を﹅
遂﹅
げ﹅
、
人﹅
心﹅

を﹅
し﹅
て﹅
倦﹅
ま﹅
ざ﹅
ら﹅
し﹅
め﹅
ん﹅
こ﹅
と﹅
を﹅
要﹅
す﹅
」
と
。
私
利
を
先
に
し
て
、
天
下
万
民
に
各
々
そ
の
こ
こ
ろ
ざ
し

を
遂
げ
し
む
る
努
力
を
閑
却
す
る
ご
と
き
も
の
は
、
大
詔
に
違
背
せ
る
非
国
民
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
徒

が
政
治
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、
「
君
側
に
奸
あ
り
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
ぬ
。
こ
う
い
う
の
が
父
の
考
え
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
原
敬
を
暗
殺
し
た
中
岡
良
一
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
と
き
ま
っ
た
と
き
、
父
は
驚
喜

し
て
当
時
の
裁
判
長
を
名
判
官
と
た
た
え
た
。
か
く
の
ご
と
く
父
は
、
私
利
を
は
か
っ
て
超
個
人
的
道
義

的
任
務
を
忘
れ
た
も
の
を
す
べ
て
腐
敗
せ
る
も
の
と
し
て
憎
悪
す
る
。
自
己
の
身
命
を
超
個
人
的
道
義
的

任
務
に
捧
げ
る
も
の
の
み
が
、
正
し
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
儒
教
は
自
己
の
身
命
を
「
人
倫
の
道
」

に
捧
げ
よ
と
命
ず
る
。
す
べ
て
の
詔
勅
も
ま
た
こ
の
精
神
に
よ
っ
て
人
々
の
範
と
す
べ
き
道
を
説
い
て
い

る
。
皇
室
は
こ
の
「
道
」
の
代
表
者
で
あ
る
。
父
が
宣
伝
し
よ
う
と
す
る
の
は
こ
の
事
の
他
に
な
い
。

　
そ
こ
で
小
生
は
父
が
上
京
し
て
こ
の
宣
伝
を
始
め
た
場
合
の
こ
と
を
想
像
し
て
見
た
。
か
り
に
父
が
日

比
谷
公
園
の
側
に
立
つ
と
す
る
。
目
に
映
る
民
衆
の
大
部
分
は
、
営
々
と
し
て
、
ま
た
黙
々
と
し
て
、
僅

少
の
労
銀
の
た
め
に
汗
を
流
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
労
働
を
怠
る
こ
と
な
く
し
て
は
こ
の

老
人
の  

饒    

舌  

じ
ょ
う
ぜ
つ

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
父
が
痛
撃
し
よ
う
と
欲
す
る
過
激
運
動

者
の
ご
と
き
は
一
人
も
目
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
間
が
ど
こ
に
い
る
か
は
、
彼
の
同
志
に
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な
る
か
、
ま
た
は
専
門
の
刑
事
に
で
も
な
ら
な
け
れ
ば
解
る
も
の
で
な
い
。
反
対
に
人
間
の
数
は
少
な
く

と
も
、
著
し
く
目
に
つ
く
も
の
が
あ
る
。
自
動
車
を
飛
ば
せ
て
行
く
官
吏
、
政
治
家
、
富
豪
の
類
で
あ
る
。

帝
国
ホ
テ
ル
が
近
い
か
ら
夕
方
に
で
も
な
れ
ば
華
や
か
に
装
っ
た
富
豪
の
妻
や
娘
も
そ
れ
に
混
じ
る
で
あ

ろ
う
。
公
共
の
任
務
の
た
め
に
忙
し
く
自
動
車
を
駆
る
も
の
は
致
し
方
が
な
い
が
、
私
利
を
は
か
る
た
め

に
、
ま
た
は
ホ
テ
ル
で
踊
る
た
め
に
、
自
動
車
を
駆
る
も
の
に
対
し
て
は
、
父
は
何
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。

天
下
万
民
が
「
お﹅
の﹅
お﹅
の﹅
そ
の
志
を
遂
げ
、
人
心
を
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
要
す
」
と
は
、
明
治

大
帝
の
聖
勅
で
あ
る
。
お﹅
の﹅
れ﹅
の
み
が
志
を
遂
げ
ん
た
め
に
利
を
逐
う
て
狂
奔
す
る
虚
業
家
、
或
い
は
政

治
家
、
お﹅
の﹅
れ﹅
の﹅
心﹅
の
み
を
倦
ま
ざ
ら
し
め
ん
た
め
に
ホ
テ
ル
へ
踊
り
に
行
く
貴
族
富
豪
、
そ
れ
ら
を
見

て
父
の
心
に
は
勃
然
と
し
て
怒
り
の
情
が
動
き
は
し
ま
い
か
。
今
や
、
皇
室
を
ね
ら
う
不
埒
漢
さ
え
も
出

た
非
常
の
時
で
あ
る
。
し
か
る
に
な
ん
ぞ
や
、
私
利
私
楽
を
追
う
て
狂
奔
す
る
と
は
！
　
し
か
し
こ
れ
ら

の
徒
に
対
し
て
道
を
宣
伝
し
よ
う
に
も
、
自
動
車
は
こ
の
老
人
な
ど
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
老
人
は
ど
こ
か

へ
こ
の
怒
り
の
情
を
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
。 
偶  
々 
た
ま
た
ま

そ
ば
に
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
い
て
い
る
失
業
者
、
学

生
、
或
い
は
そ
の
他
の
通
行
人
が
来
る
。
老
人
は
彼
ら
に
向
か
っ
て
演
説
を
始
め
る
。
物
見
高
い
都
会
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
そ
が
し
い
用
事
を
控
え
た
人
ま
で
が
何
事
か
と
好
奇
心
を
起
こ
し
て
の
ぞ
き
に
く

る
。
老
人
は
怒
り
の
情
に
ま
か
せ
て
過
激
な
言
を
発
せ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
例
え
ば
中
岡
良
一
を
賞
讃
し
て
、
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彼
は
ま
こ
と
に
国
士
で
あ
っ
た
、
志
士
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
さ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。

そ
れ
は
暗
殺
の
煽
動
で
あ
る
。
巡
査
が
来
て
彼
を
過
激
思
想
宣
伝
者
、
直
接
行
動
煽
動
者
と
し
て
警
視
庁

へ
ひ
っ
ぱ
っ
て
行
く
。

　
ど
う
も
こ
れ
で
は
困
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
初
め
か
ら
落
ち
着
い
て
宣
伝
の
で
き
る
よ
う
に
、
ど
こ
か
に

会
場
を
借
り
聴
衆
を
集
め
て
演
説
す
る
と
す
る
。
父
の
情
熱
は
純
粋
で
あ
り
、
考
え
も
正
し
い
が
、
し
か

し
残
念
な
が
ら
極
め
て
単
純
で
あ
る
。
情
熱
、
確
信
と
い
う
点
に
お
い
て
は
聴
衆
以
上
で
あ
る
と
し
て
も
、

話
す
こ
と
の
内
容
は
反かえ
っ
て
聴
衆
の
知
識
よ
り
も
貧
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
演
説
者
の
ま
わ
り
に
何

か
迷
信
の
靄もや
が
か
か
っ
て
い
れ
ば
、
多
く
の
宗
教
家
や
政
治
演
説
家
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
内
容
の
貧

弱
な
言
葉
を
も
っ
て
し
て
も
何
か
の
印
象
を
与
え
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
父
に
は
そ
う
い
う
迷
信
を
刺
戟
す

べ
き
な
ん
ら
の
虚
名
も
な
い
。
そ
こ
で
た
だ
新
聞
か
ら
得
た
知
識
で
政
治
家
を
攻
撃
し
た
り
、
勅
語
を
捧

読
し
た
り
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
る
。
宣
伝
と
し
て
は
効
果
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
こ
で
警
衛
、
宣
伝
と
も
に
有
効
な
効
果
を
挙
げ
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
や
っ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、

た
だ
父
が
主
観
的
に
満
足
す
る
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
。
い
や
、
そ
の
満
足
も
疑
わ
し
い
。
直
接
行
動
煽

動
者
と
し
て
拘
引
で
も
さ
れ
よ
う
も
の
な
ら
、
官
憲
に
対
す
る
烈
し
い
反
抗
心
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
聴

衆
に
冷
笑
さ
れ
た
り
し
よ
う
も
の
な
ら
、
日
本
人
が
皆
非
国
民
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
心
細
い
感
じ
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が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
今
よ
り
も
い
っ
そ
う
不
安
な
、
不
愉
快
な
気
持
ち
に
な
る
に
相
違
な

い
。
そ
う
い
う
結
果
を
導
き
出
す
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
警
衛
や
宣
伝
に
出
て
く
る
必
要
は
果
た
し
て
あ
る
だ

ろ
う
か
。
の
み
な
ら
ず
東
京
に
慣
れ
な
い
目
の
悪
い
老
人
を
今
の
東
京
の
電
車
に
ひ
と
り
で
乗
せ
る
わ
け

に
は
行
か
ぬ
。
た
だ
道
を
歩
く
だ
け
で
も
、
ひ
と
り
で
は
危
険
で
あ
る
。
勢
い
小
生
が
つ
い
て
歩
か
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
は
小
生
が
自
分
の
任
務
を
怠
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
小
生
は
一
月
一
日
に
父
の
計
画
を
阻
止
す
る
手
紙
を
書
い
た
。
志
は
結
構
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
有
効
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
臣
民
と
し
て
「
な
ん
の
役
に
も
立
た
ぬ
」
こ
と

を
実
行
す
る
よ
り
は
、
「
何
か
役
に
立
つ
」
こ
と
を
実
行
す
る
方
が
忠
で
あ
る
。
現
下
の
険
悪
な
世
情
は
、

政
治
家
が
聖
勅
に
違
背
し
た
こ
と
に
基
づ
く
。
と
い
う
の
は
、
天
下
万
民
を
し
て
「
各
々
そ
の
志
を
遂
げ
、

人
心
を
し
て
倦
ま
ざ
ら
し
め
ん
こ
と
を
要
す
」
と
の
聖
旨
を
奉
戴
し
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
国
民
の

大﹅
部﹅
分﹅
が
そ
の
志
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
こ
と
を
、
な
ん
ら
か
危
険
な
こ
と
の
よ
う
に
考
え
た
の
に
基
づ
く
。

だ
か
ら
「
人
心
が
倦
ん
で
」
、
そ
の
中
か
ら
自
暴
自
棄
的
な
行
動
を
と
る
も
の
も
出
て
来
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
聖
勅
に
違
背
す
る
よ
う
な
不
忠
な
政
治
家
を
誰
が
作
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
そ
う
い
う
政
治

家
が
官
僚
の
中
か
ら
出
た
と
し
て
も
、
す
で
に
議
会
が
開
け
た
以
上
は
、
代
議
士
さ
え
聖
旨
に
か
な
う
よ

う
な
人
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
違
勅
の
政
治
家
を
駆
逐
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
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じ
く
聖
勅
に
違
背
す
る
よ
う
な
不
忠
な
代
議
士
が
選
出
さ
れ
た
。
明
治
大
帝
は
「
万
民
の
志
を
遂
げ
し
む

る
」
た
め
に
代
議
制
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
選
挙
権
を
有
す
る
人
々
は
、
万
民
の
志
を
阻
止
し
て

党
利
を
の
み
は
か
る
よ
う
な
代
議
士
を
選
出
し
た
。
そ
う
す
る
と
選
挙
権
者
も
ま
た
全
体
と
し
て
聖
勅
に

違
背
し
た
こ
と
に
な
る
。
皆
不
忠
で
あ
る
。
父
は
こ
れ
ま
で
選
挙
に
つ
い
て
奔
走
し
た
こ
と
が
な
い
。
万

民
の
志
を
遂
げ
し
む
る
政
治
の
た
め
に
身
命
を
賭と
し
て
努
力
す
る
よ
う
な
志
士
を
選
挙
し
よ
う
と
骨
折
っ

た
こ
と
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
父
も
不
忠
で
あ
っ
た
。
役
に
立
つ
こ
と
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

ま
ず
第
一
に
こ
の
点
に
お
い
て
忠
義
を
つ
く
そ
う
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
ら
忠
良
な
臣
民
に
な
る
ば

か
り
で
な
く
、
ま
た
不
忠
な
選
挙
権
者
を
化
し
て
忠
良
な
臣
民
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
万
民
の
志
を

遂
げ
し
む
る
」
と
い
う
理
想
を
阻はば
ん
で
い
る
も
の
は
、
政
治
に
お
い
て
も
経
済
に
お
い
て
も
、
自
己
の
利

益
ま
た
は
特
権
に
執
着
す
る
心
で
あ
る
。
「
万
民
の
志
を
遂
げ
し
む
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
利
益
ま

た
は
特
権
を
失
わ
ん
こ
と
を
恐
る
る
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
聖
勅
に
違
背
す
る
心
で
あ
る
。
ま
た
も
し
工
業

労
働
者
の
み
の
利
益
を
主
張
し
て
他
の
国
民
の
志
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
違

勅
で
あ
る
。
万
民
志
を
遂
ぐ
る
と
い
う
理
想
的
な
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
階
級
も
多
少
ず
つ
は

犠
牲
を
払
わ
な
く
て
な
ら
ぬ
。
し
か
し
公
平
に
言
っ
て
、
特
権
階
級
が
特
に
多
く
の
犠
牲
を
払
わ
な
く
て

は
、
万
民
志
を
遂
ぐ
る
境
に
達
し
が
た
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
犠
牲
を
払
う
こ
と
が
聖
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旨
を
奉
戴
し
忠
良
な
臣
民
と
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
階
級
争
闘
が
必
然
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
不
忠

な
政
治
家
や
不
忠
な
資
本
家
な
ど
が
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
万
民
志
を
遂
ぐ
る
こ
と
を
理

想
と
す
る
忠
良
な
臣
民
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
階
級
争
闘
な
ど
の
必
要
は
な
い
。
過
激
運
動
な
ど
も
起
こ

ら
な
く
な
る
。
従
っ
て
真
に
皇
室
を
護
衛
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
忠
義
を
鼓
吹
し
て
頂
き
た
い
。

　
小
生
の
手
紙
の
大
意
は
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
う
ち
に
、

小
生
が
少
年
時
以
来
養
成
さ
れ
て
来
た
と
思
っ
て
い
た
皇
室
へ
の
情
熱
が
、
い
つ
の
間
に
か
内
容
を
異
に

し
て
い
る
　
　
と
い
う
よ
り
も
内
容
を
深
め
て
い
る
の
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
小
学
中
学
で
教

え
込
ま
れ
た
忠
君
愛
国
は
、
忠
君
即
愛
国
、
君
即
国
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
そ
れ
が
同
一
に
な
る
か
に
つ
い

て
理
解
し
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
皇
室
や
国
家
を
た
だ
現
実
的
に
の
み
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

皇
室
の
権
威
は
た
だ
現
実
的
な
根
拠
か
ら
の
み
出
る
の
で
は
な
い
。
神
話
時
代
に
は
天
皇
は
、
宇
宙
の
主

宰
者
た
る
天
照
大
神
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。
天
照
大
神
は
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
て
現
実
的
に
経
験
の
で
き

る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
理
論
的
に
言
え
ば
一
切
の
も
の
の
根
源
た
る
一
つ
の
理
念
で
あ
る
。
こ
の
理
念

の
代
表
者
或
い
は
象
徴
で
あ﹅
る﹅
が﹅
ゆ﹅
え﹅
に﹅
神
聖
な
権
威
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
重
大
な
契
機
は
、
思

想
が
急
激
に
発
達
し
た
飛
鳥
あ
す
か
寧な
楽ら
時
代
に
お
い
て
も
失
わ
れ
な
か
っ
た
。
天
皇
は
、
宇
宙
を
支
配
せ
る

「
道
」
の
代
表
者
或
い
は
象
徴
で
あ
る
。
天
平
時
代
の
詔
勅
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
天
皇
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の
位
を
充
た
さ
れ
る
個
人
と
し
て
は
、
謙
遜
し
て
「
薄
徳
」
と
称
せ
ら
れ
た
が
、
天
皇
と
し
て
は
道
そ
の

も
の
の
代
表
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
道
を
論
じ
ま
た
教
え
う
る
に
は
、  

大  

宝  

令  

た
い
ほ
う
り
ょ
う

に
規

定
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
人
が
あ
る
。
政
治
は
こ
の
道
を
実
現
せ
ん
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
国
家

は
こ
の
道
或
い
は
理
念
の
実
現
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
の
国
家
が
或
る
権
力
の
代
表
者
を
主
権
者

と
せ
ず
し
て
、
道
の
代
表
者
を
主
権
者
と
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
我
々
の
国
体
の
精
華
で
あ
る
。
が
も
と

よ
り
こ
の
道
は
、
理
念
と
し
て
人
類
を
引
き
行
く
も
の
で
あ
っ
て
、
或
る
時
代
或
る
階
級
の
特
殊
な
思
想

を
意
味
す
る
の
で
な
い
。
い
か
な
る
思
想
も
、
そ
れ
が
根
本
の
理
念
の
展
開
と
し
て
意
義
を
有
す
る
限
り
、

す
べ
て
こ
の
道
に
属
す
る
。
も
し
或
る
特
殊
な
思
想
を
も
っ
て
皇
室
を
独
占
せ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
皇
室
の
神
聖
を
汚
す
も
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
皇
室
の
安
泰
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

道
の
代
表
者
を
特
殊
思
想
の
代
表
者
と
混
同
す
る
よ
う
な
馬
鹿
者
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
小
生
は
こ
の
考
え
が
老
父
の
了
解
を
得
る
こ
と
を
信
じ
て
右
の
手
紙
を
発
送
し
た
。

　
こ
れ
が
一
つ
の
私
事
の 

顛  

末 

て
ん
ま
つ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
思
想
）
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