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三
十
九
年
五
月
号
の
﹁
文
章
世
界
﹂
を
見
る
と
︑
正
宗
白
鳥
氏

が
﹁
大
学
派
の
文
章
家
﹂
と
云
う
見
出
し
で
︑

夏
目
漱
石
氏
は
故
正
岡
子
規
氏
の
親
友
で
︑
以
前
か
ら
俳
句
に

は
斬
新
奇
抜
の
作
も
あ
っ
た
が
︑
散
文
の
製
作
は
甚
だ
少
く
︑

ざ
ん
し
ん

は
な
は

柳
村
氏
な
ど
と
は
異
り
︑
殆
ん
ど
読
書
社
会
の
注
意
を
惹
か
な

か
っ
た
︒
然
る
に
昨
年
一
月
﹁
ホ
ト
ト
ギ
ス
﹂
誌
上
に
﹁
吾
輩

し
か

は
猫
で
あ
る
﹂
の
戯
文
を
掲
げ
て
よ
り
︑
俄
か
に
評
判
高
く
な

に
わ

り
︑
自
分
も
大
に
気
乗
り
が
し
た
と
見
え
︑
頻
り
に
其
続
篇

お
お
い

そ
の



6

を
出
し
︑
又
小
説
に
ま
で
筆
を
染
る
に
至
っ
た
︒
今
で
は
大
学

派
文
士
第
一
の
人
気
者
た
る
の
み
な
ら
ず
︑
文
壇
全
体
よ
り
云

う
も
︑五
指
の
中
に
数
え
ら
れ
る
程
の
流
行
児
と
な
っ
た
︒云
々

と
書
い
て
い
る
︒
批
評
す
る
も
の
は
白
鳥
氏
︑
批
評
せ
ら
れ
る
も

の
は
漱
石
氏
︑
而
し
て
僅
か
に
五
六
年
以
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
面

し
か

わ
ず

白
い
で
は
な
い
か
︒

四
十
三
年
七
月
号
の
﹁
新
潮
﹂
を
見
る
と
︑﹁
夏
目
漱
石
論
﹂

の
中
に
戸
川
秋
骨
氏
は
︑

何
れ
か
と
云
え
ば
予
は
漱
石
党
で
あ
る
︒
昔
か
ら
彼
の
技
倆
に

い
ず

ぎ
り
よ
う

服
し
て
い
る
︒
予
は
何
故
彼
に
早
く
地
位
が
出
来
な
か
っ
た
か

な
に
ゆ
え
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を
怪
ん
だ
一
人
で
あ
る
︒
明
治
二
十
六
七
年
頃
の
哲
学
雑
誌
に

発
表
さ
れ
た
論
文
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
論
旨
極
め
て
明
晰

で
︑
い
か
に
も
頭
の
は
っ
き
り
し
た
人
だ
と
思
っ
た
︒
そ
れ
は
︑

﹁
英
吉
利
文
人
の
自
然
に
対
す
る
観
念
﹂
と
云
う
も
の
で
︑
そ

の
時
初
め
て
漱
石
氏
の
文
を
知
り
︑
大
変
偉
い
人
と
思
っ
た
︒

そ
れ
は
論
文
で
あ
る
が
︑
彼
の
倫
敦
通
信
に
依
っ
て
︑
そ
の
創

ロ
ン
ド
ン

作
的
の
才
に
も
服
し
た
︒
早
く
既
に
今
日
の
地
位
に
な
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
筈
の
人
が
︑﹁
猫
﹂
を
発
表
す
る
ま
で
遅
れ
て
い
た
の

だ
︒

と
言
っ
て
い
る
︒
成
程
︑﹁
英
吉
利
文
人
の
自
然
に
対
す
る
観
念
﹂

な
る
ほ
ど
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や
︑﹁
倫
敦
消
息
﹂
は
︑
学
者
と
し
て
の
漱
石
氏
の
︑
作
家
と
し

て
の
漱
石
氏
の
︑
凡
庸
な
ら
ざ
る
天
分
と
修
養
と
を
︑
十
分
に
証

拠
立
て
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
け
れ
ど
も
氏
は
︑
其
天
分
と
修
養

と
を
使
用
し
て
︑
世
間
一
般
か
ら
認
め
ら
れ
る
に
至
る
べ
く
︑
余

り
に
無
精
者
で
あ
っ
た
と
思
う
︒

国
木
田
独
歩
氏
の
如
く
︑
夙
く
か
ら
認
め
ら
る
べ
き
も
の
を
書

は
や

き
な
が
ら
︑
一
向
に
認
め
ら
れ
な
い
で
い
た
人
も
あ
る
︒

田
山
花
袋
氏
の
如
く
︑
長
い
こ
と
︑
認
め
ら
れ
る
に
足
る
ほ
ど

の
も
の
を
書
き
得
な
か
っ
た
人
も
あ
る
︒

漱
石
氏
の
如
く
︑
久
し
い
間
︑
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
分
量
を
書
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か
な
い
で
い
た
人
も
あ
る
︒

漱
石
氏
を
し
て
︑
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
分
量
を
書
か
し
む
る
に

至
っ
た
も
の
は
︑﹁
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹂
の
反
響
で
あ
っ
た
︒
そ

の
﹁
猫
﹂
を
書
か
し
め
た
も
の
は
高
浜
虚
子
氏
で
あ
る
︒
更
に
遡

さ
か
の
ぼ

っ
て
は
正
岡
子
規
氏
で
あ
ろ
う
︒﹁
猫
﹂
の
中
巻
の
序
に
は
︑

予
が
倫
敦
に
居
る
と
き
亡
友
子
規
の
病
を
慰
め
る
為
め
︑
当
時

彼
地
の
模
様
を
か
い
て
︑
遥
々
と
二
三
回
長
い
消
息
を
し
た
︒

は
る
ば
る

無
聊
に
苦
ん
で
い
た
子
規
は
︑
予
の
書
翰
を
見
て
大
い
に
面
白

ぶ
り
よ
う

し
よ
か
ん

か
っ
た
と
見
え
て
︑
多
忙
の
所
を
気
の
毒
だ
が
︑
も
う
一
度
︑

何
か
書
い
て
呉
れ
ま
い
か
と
の
依
頼
を
よ
こ
し
た
︒
云
々
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と
か
い
て
あ
る
︒
更
に
亦
︑

子
規
が
い
き
て
い
た
ら
︑
猫
を
読
ん
で
何
と
言
う
か
知
ら
ぬ
︒

或
は
倫
敦
消
息
は
読
み
た
い
が
︑﹁
猫
﹂
は
御
免
だ
と
逃
げ
る

か
も
分
ら
な
い
︒
然
し
﹁
猫
﹂
は
予
を
有
名
に
し
た
第
一
の
作

物
で
あ
る
︒有
名
に
な
っ
た
事
が
左
程
の
自
慢
に
は
な
ら
ぬ
が
︑

﹁
墨
汁
一
滴
﹂
の
う
ち
で
暗
に
予
を
激
励
し
た
故
人
に
対
し
て

は
︑
此
の
作
を
地
下
に
寄
す
る
の
が
或
は
恰
好
か
も
知
れ
ぬ
︒

か
つ
こ
う

季
子
は
剣
を
墓
に
か
け
て
︑故
人
の
意
に
酬
い
た
と
云
う
か
ら
︑

む
く

予
も
亦
﹁
猫
﹂
を
碣
頭
に
献
じ
て
︑
往
日
の
気
の
毒
を
︑
五
年

け
つ
と
う

後
の
今
日
晴
ら
そ
う
と
思
う
︒
云
々
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と
か
い
て
あ
る
︒

氏
は
由
来
引
込
思
案
の
方
で
︑
人
が
来
て
引
張
り
出
さ
な
い
な

ら
ば
︑
何
処
へ
も
出
て
行
か
な
い
人
ら
し
い
︒
其
代
り
引
張
り
出

ど

こ

せ
ば
︑
随
分
と
出
て
行
か
な
い
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
︒

氏
自
ら
の
言
う
と
こ
ろ
に
依
る
と
︑
学
生
時
代
に
工
科
か
ら
文

科
へ
転
じ
た
の
も
︑
友
人
に
勧
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
大
学
を

出
て
松
山
の
中
学
校
へ
行
っ
た
の
も
︑
転
じ
て
熊
本
の
高
等
学
校

へ
行
っ
た
の
も
︑
英
国
へ
留
学
し
て
︑
帰
朝
後
東
京
の
学
校
へ
勤

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
︑
朝
日
新
聞
社
へ
這
入
っ
た
の
も
︑
む

は

い

こ
う
か
ら
ど
う
だ
と
言
わ
れ
︑是
非
に
と
言
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
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氏
は
曾
つ
て
き
か
れ
も
し
な
い
自
分
の
希
望
を
︑
自
分
か
ら
申

か

出
た
こ
と
が
な
い
︒
よ
そ
か
ら
持
込
ん
で
来
る
ま
で
は
︑
如
何
な

る
計
画
を
も
持
出
し
た
こ
と
が
な
い
︒
其
態
度
は
あ
く
ま
で
も
パ

ッ
シ
イ
ヴ
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

パ
ッ
シ
イ
ヴ
と
云
え
ば
︑
何
事
も
他
人
の
言
う
な
り
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
聞
え
る
が
︑
氏
は
な
か
な
か
他
人
の
言
う
な
り
に
な

っ
て
い
る
人
で
な
い
︒
寧
ろ
︑
他
人
は
他
人
︑
自
分
は
自
分
と
云

む
し

う
よ
う
な
︑
思
切
っ
た
態
度
に
於
て
︑
と
も
す
れ
ば
つ
む
じ
曲
り

、
、
、

と
云
わ
れ
る
よ
う
な
態
度
に
於
て
︑
其
真
骨
頂
を
見
せ
て
い
る
︒

氏
は
か
の
陶
庵
侯
の
文
士
招
待
に
も
謝
し
て
出
な
か
っ
た
︒
文

と
う
あ
ん
こ
う
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学
博
士
の
学
位
を
も
辞
退
し
た
︒
其
理
由
は
氏
自
ら
の
公
言
せ
ら

れ
て
い
る
よ
り
外
に
︑
別
に
あ
る
か
も
分
ら
な
い
︒
兎
に
角
多
数

と

か
く

の
人
々
か
ら
は
︑
痛
快
な
る
行
動
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
︒
私

共
も
其
痛
快
に
︑
格
別
の
犠
牲
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
を
慊
ら

あ
き
た

な
い
と
云
う
丈
け
で
︑独
立
自
尊
の
氏
の
性
格
は
︑あ
あ
し
た
些
細

だ

さ
さ
い

な
事
件
に
さ
え
も
︑
遺
憾
な
く
現
わ
れ
て
い
る
か
と
思
う
︒

独
立
自
尊
と
云
う
日
本
語
を
︑Stolz

と
云
う
独
逸
語
に
か
え

ド
イ
ツ

て
見
る
と
き
︑
漱
石
氏
の
横
顔
が
︑
フ
リ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
イ
チ

ェ
の
そ
れ
に
︑
少
か
ら
ず
似
通
っ
て
い
る
の
を
想
起
し
て
︑
一
種

味
わ
い
の
あ
る
︑
軽
い
ユ
ウ
モ
ア
を
覚
え
る
︒
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氏
の
態
度
を
パ
ッ
シ
イ
ヴ
で
あ
る
と
云
う
よ
り
も
︑
ア
ク
テ
ィ

イ
ヴ
に
対
す
る
リ
ア
ク
テ
ィ
イ
ヴ
と
云
う
方
が
︑
よ
り
多
く
当
っ

て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
兎
も
あ
れ
︑
万
事
に
付
け
て
ア
ク
テ
ィ
イ

ヴ
の
人
で
あ
る
と
は
云
わ
れ
な
い
︒

更
に
畳
み
か
け
て
云
え
ば
︑
ポ
シ
テ
ィ
イ
ヴ
の
方
面
よ
り
も
︑

寧
ろ
ネ
ガ
テ
ィ
イ
ヴ
の
方
面
に
於
て
︑
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
人

で
は
な
か
ろ
う
か
︒

一
体
に
︑﹁
漱
石
氏
は
如
何
な
る
事
を
す
る
人
で
あ
る
か
﹂
の

問
題
よ
り
も
︑﹁
漱
石
氏
は
如
何
な
る
事
を
し
な
い
人
で
あ
る
か
﹂
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の
問
題
が
︑
遥
か
に
私
共
の
興
味
を
惹
く
︒

氏
は
常
に
︑
面
目
を
施
す
と
云
う
こ
と
よ
り
も
︑
体
面
を
傷
け

な
い
と
云
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
︒

氏
に
は
賞
讃
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
心
よ
り
︑
非
難
せ
ら
れ
ま
い

と
す
る
心
が
強
い
︒
虚
栄
心
は
少
い
け
れ
ど
も
︑
馬
鹿
に
さ
れ
る

と
云
う
こ
と
が
︑
恐
ろ
し
く
嫌
い
な
人
ら
し
い
︒

氏
は
人
か
ら
侵
さ
れ
る
こ
と
を
厭
う
代
り
に
は
︑
自
ら
も
人
を

い
と

侵
そ
う
と
せ
ぬ
︒

鏡
花
氏
の
小
説
に
鏡
花
式
の
婦
人
が
出
て
来
る
如
く
︑
漱
石
氏

の
小
説
に
は
︑
漱
石
式
の
主
人
公
が
屢
々
出
て
来
る
︒
そ
の
主
人

し
ば
し
ば
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公
等
と
同
様
に
上
品
な
と
こ
ろ
の
あ
る
︑
同
様
に
潔
癖
な
と
こ
ろ

の
あ
る
漱
石
氏
も
︑
流
石
に
ま
だ
彼
等
ほ
ど
︑
仙
骨
を
帯
び
た
る

さ
す
が

人
で
は
な
か
ろ
う
︒

氏
は
固
よ
り
︑
通
常
人
に
比
較
し
て
︑
利
慾
に
淡
泊
な
る
人
で

も
と

あ
ろ
う
︒
少
く
と
も
貪
る
と
こ
ろ
の
な
い
人
で
あ
る
︒
け
れ
ど

む
さ
ぼ

も
︑
貪
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
云
う
の
は
︑
必
ず
し
も
物
外
に
超
然

た
る
の
謂
で
な
い
︒

い
い

兎
も
あ
れ
氏
は
︑世
間
で
想
像
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
︑ず
っ
と
野

心
の
な
い
人
で
あ
る
︒而
し
て
野
心
家
が
き
ら
い
の
よ
う
で
あ
る
︒

だ
か
ら
高
山
樗
牛
氏
な
ぞ
の
よ
う
に
︑
露
骨
に
ア
ム
ビ
シ
ア
ス
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な
る
性
格
は
︑他
の
方
面
に
余
程
の
好
い
所
が
あ
っ
た
に
し
て
も
︑

漱
石
氏
の
気
に
入
る
こ
と
は
む
つ
か
し
か
ろ
う
と
思
う
︒

親
友
の
子
規
氏
す
ら
︑
氏
に
比
べ
る
と
大
に
ア
ク
テ
ィ
イ
ヴ
で

あ
る
上
に
︑
大
に
ポ
シ
テ
ィ
イ
ヴ
で
︑
と
り
わ
け
ア
ム
ビ
シ
ア
ス

で
あ
っ
た
の
は
︑
氏
に
と
っ
て
寧
ろ
︑
快
く
な
か
っ
た
こ
と
に
違

い
な
い
︒
少
く
と
も
物
足
り
な
か
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
︒

﹁
切
抜
帖
よ
り
﹂
の
中
に
︑﹁
子
規
の
画
﹂
を
論
じ
た
文
章
が
あ

る
︒
其
中
に
︑

東
菊
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
た
子
規
の
画
は
︑
拙
く
て
且
つ
真

あ
ず
ま
ぎ
く

面
目
で
あ
る
︒
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と
も
書
か
れ
て
い
る
︒

馬
鹿
律
義
な
も
の
に
︑
厭
味
も
利
い
た
風
も
あ
り
得
な
い
︒
其

り
ち
ぎ

い
や
み

き

処
に
重
厚
な
好
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
子
規
の
画
は
正
に
働
き

の
な
い
愚
直
者
の
旨
さ
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
一
線
一
劃
の
瞬
間

う
ま

作
用
で
︑
優
に
始
末
を
つ
け
ら
れ
べ
き
特
長
を
︑
咄
嗟
に
弁
ず

と
つ
さ

る
手
際
が
な
い
為
め
に
︑
已
む
を
得
ず
省
略
の
捷
径
を
棄
て

て
ぎ
わ

や

し
よ
う
け
い

て
︑
几
帳
面
な
塗
抹
主
義
を
根
気
に
実
行
し
た
と
す
れ
ば
︑
拙

と
ま
つ

の
一
字
は
ど
う
し
て
も
免
れ
難
い
︒

子
規
は
人
間
と
し
て
︑
又
文
学
者
と
し
て
︑
最
も
﹁
拙
﹂
の
欠

乏
し
た
男
で
あ
っ
た
︒
永
年
彼
と
交
際
を
し
た
何
の
月
に
も
︑



19

何
の
日
に
も
︑
予
は
未
だ
曾
つ
て
彼
の
拙
を
笑
い
得
る
の
機
会

を
捉
え
得
た
例
が
な
い
︒
又
彼
の
拙
に
惚
込
だ
瞬
間
の
場
合
さ

ほ
れ
こ
ん

え
有
た
な
か
っ
た
︒
彼
の
歿
後
殆
ん
ど
十
年
に
な
ろ
う
と
す
る

も

今
日
︑
彼
の
わ
ざ
わ
ざ
予
の
為
め
に
画
い
た
一
輪
の
東
菊
の
中

に
︑
確
に
此
一
拙
字
を
認
め
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
︑
其
結
果

こ
の

が
予
を
し
て
失
笑
せ
し
む
る
と
︑感
服
せ
し
む
る
と
に
論
な
く
︑

予
に
取
っ
て
は
多
大
の
興
味
が
あ
る
︒
た
だ
画
が
如
何
に
も
淋

し
い
︒
出
来
得
る
な
ら
ば
︑
子
規
に
此
拙
な
所
を
も
う
少
し
雄

大
に
発
揮
さ
せ
て
︑
淋
し
さ
の
償
と
し
た
か
っ
た
︒

つ
ぐ
な
い

と
も
書
か
れ
て
い
る
︒
才
人
漱
石
氏
の
目
か
ら
見
て
︑
最
も
﹁
拙
﹂
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の
欠
乏
し
た
男
と
云
え
ば
︑
ほ
か
に
は
ど
う
し
て
も
考
え
よ
う
が

な
い
︒
あ
ま
り
に
覇
気
が
あ
り
過
ぎ
て
︑
多
少
の
厭
味
に
な
る
と

云
い
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
か
︒

厭
味
と
云
え
ば
氏
は
口
癖
に
い
や
み
の
あ
る
な
し
を
言
い
︑
邪

気
の
あ
る
な
し
を
言
う
︒
而
し
て
︑
単
に
い
や
み
が
な
い
と
か
︑

し
か

邪
気
が
な
い
と
か
云
う
丈
け
で
︑
つ
ま
ら
な
い
人
物
や
︑
下
ら
な

い
作
品
な
ぞ
を
も
高
く
買
う
︒
偉
大
な
る
も
の
よ
り
も
︑
先
ず
渾

ま

然
た
る
も
の
を
求
め
る
︒
総
じ
て
評
価
の
標
準
が
消
極
的
に
偏
す

る
と
云
う
非
難
を
免
れ
ぬ
︒

大
学
を
辞
し
て
︑朝
日
新
聞
へ
這
入
っ
た
時
の
入
社
の
辞
に
も
︑
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大
学
で
講
義
を
す
る
と
き
は
︑
い
つ
で
も
犬
が
吠
え
て
不
愉
快

で
あ
っ
た
︒
予
の
講
義
の
ま
ず
か
っ
た
の
も
半
分
は
此
の
犬
の

為
め
で
あ
る
︒
学
力
が
足
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
抔
と
は
決
し
て

な
ど

思
わ
な
い
︒
学
生
に
は
御
気
の
毒
で
あ
る
が
︑
全
く
犬
の
所
為

せ

い

だ
か
ら
︑
不
平
は
其
方
へ
持
っ
て
行
っ
て
頂
き
た
い
︒

の
一
節
が
あ
る
︒
其
犬
が
ど
ん
な
犬
で
あ
っ
た
か
は
分
ら
な
い
︒

兎
に
角
犬
が
き
ら
い
と
見
え
る
︒

氏
は
単
に
︑
犬
の
如
く
吠
え
つ
か
な
い
と
云
う
丈
け
で
も
︑
嚙

み
つ
か
な
い
云
う
丈
け
で
も
︑
猫
を
愛
す
る
人
だ
と
思
う
︒
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漱
石
氏
は
極
端
に
走
る
こ
と
を
好
ま
な
い
︒
中
庸
を
得
る
の
を

眼
目
と
す
る
︒
さ
れ
ば
鼻
息
の
荒
そ
う
な
他
人
の
意
見
に
対
し
て

は
︑
容
易
に
合
槌
を
打
つ
こ
と
を
せ
ぬ
︒
或
る
時
は
︑
そ
う
か
し

あ
い
づ
ち

ら
と
軽
く
そ
ら
し
て
し
ま
う
︒
或
る
時
は
︑
そ
う
で
も
あ
る
ま
い

と
横
鎗
を
入
れ
て
見
る
︒
ま
た
或
る
時
は
︑
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る

よ
こ
や
り

も
の
か
と
突
き
飛
ば
す
︒
斯
う
し
た
行
き
方
は
︑
必
ず
し
も
負
け

こ

嫌
い
な
性
分
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
︒
一
に
は

T
hese

に
対
す

るA
ntithese

を
持
出
し
て
︑
中
正
な
るSynthese

を
作
ろ
う
と

す
る
︑
一
種
のH

egelianer

で
あ
る
か
ら
だ
︒

し
か
し
な
が
ら
氏
は
︑
決
し
て
綜
合
に
急
ぐ
人
で
な
い
︒
二
の
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要
素
が
十
分
に
融
合
し
︑
調
和
し
︑
渾
然
た
る
も
の
に
な
る
ま
で

は
︑
自
分
の
意
見
を
立
て
よ
う
と
せ
ぬ
︒
か
つ
て
半
熟
の
説
︑
半

可
の
論
を
吐
い
た
こ
と
が
な
い
︒

ア
ク
テ
ィ
イ
ヴ
よ
り
も
リ
ア
ク
テ
ィ
イ
ヴ
に
行
動
す
る
漱
石
氏

が
︑
ポ
シ
テ
ィ
イ
ヴ
な
る
方
面
よ
り
も
ネ
ガ
テ
ィ
イ
ヴ
な
る
方
面

に
個
性
を
発
揮
す
る
漱
石
氏
が
︑
極
端
を
避
け
て
中
庸
に
就
こ
う

つ

と
す
る
漱
石
氏
が
︑
も
と
も
と
情
意
的
の
人
で
あ
る
よ
り
も
︑
智

的
の
人
で
あ
る
と
云
う
の
は
︑
怪
む
に
足
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
︒

固
よ
り
氏
の
情
意
は
︑
通
常
人
に
比
較
し
て
貧
弱
な
る
も
の
で
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は
な
い
︒

氏
は
屢
々
自
分
自
身
を
︑
思
遣
り
の
な
い
人
間
で
あ
る
と
言
う

お
も
い
や

け
れ
ど
︑
氏
に
接
近
し
て
見
た
人
々
は
︑
全
然
其
反
対
の
人
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
氏
は
曾
つ
て
︑

私
は
外
を
歩
い
て
い
る
と
き
︑
乞
食
を
見
る
と
不
愉
快
で
な
ら

ぬ
︒
一
種
の
苦
痛
を
感
ず
る
︒

と
言
わ
れ
た
が
︑
私
共
は
そ
れ
を
聞
い
て
︑

乞
食
は
除
去
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
与
う
る
も
心
を
悩
ま
し
︑
与

え
ざ
る
も
心
を
悩
ま
せ
ば
な
り
︒︵"M

orgenröthe"

よ
り
︶
と

云
う
よ
う
な
意
味
合
で
︑
並
び
に
又
︑
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上
品
な
る
人
の
心
苦
し
く
感
ず
る
は
︑
他
人
の
自
ら
に
対
し
て

負
う
と
こ
ろ
あ
る
を
知
る
に
あ
り
︒
下
品
な
る
人
の
心
苦
し
く

感
ず
る
は
︑
自
ら
が
他
人
に
対
し
て
負
う
と
こ
ろ
あ
る
を
思
う

に
あ
り
︒︵"M

enschliches
A
llzum

enschliches"

よ
り
︶

と
云
う
よ
う
な
意
味
合
で
︑
非
常
に
ノ
オ
ブ
ル
な
る
︑
そ
う
し
て

デ
ィ
リ
ケ
エ
ト
な
る
氏
の
性
格
を
思
っ
た
︒
氏
が
人
に
面
と
向
っ

て
︑
気
の
毒
だ
と
か
可
哀
想
だ
と
か
言
う
に
は
ば
か
る
は
︑
一
面

斯
様
に
ノ
オ
ブ
ル
な
る
︑
デ
ィ
リ
ケ
エ
ト
な
る
其
性
格
に
原
因
し

か
よ
う

て
い
る
︒
冷
か
な
る
が
為
め
で
な
い
︒

ひ
や
や

氏
は
又
︑
薄
志
弱
行
の
人
で
な
い
︒
少
く
と
も
其
感
情
の
温
か
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に
濃
か
な
る
と
釣
合
の
取
れ
る
位
に
は
︑
粘
強
い
意
志
の
力
を

こ
ま
や

ね
ば
り

有
っ
て
い
る
︒

こ
こ
に
氏
を
智
的
の
人
で
あ
る
と
云
う
の
は
︑
氏
自
身
の
生
活

に
於
て
︑理
解
や
分
別
の
旺
盛
な
る
働
き
が
︑感
触
や
欲
求
の
つ
つ

ま
し
や
か
な
る
働
き
を
凌
駕
し
て
い
る
と
云
う
意
味
だ
︒
情
意
の

り
よ
う
が

天
分
が
少
い
と
云
う
よ
り
も
︑智
的
の
天
分
が
多
い
と
云
う
の
だ
︒

漱
石
氏
の
教
養
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
︒

申
分
な
き
情
意
が
ゼ
ン
ト
ゥ
ル
マ
ン
を
作
る
と
き
︑
非
凡
な
る

智
力
は
学
者
を
作
る
︒
ゼ
ン
ト
ゥ
ル
マ
ン
と
し
て
の
漱
石
氏
は
︑
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後
段
に
至
っ
て
再
び
説
く
か
も
知
れ
ぬ
︒

学
者
と
し
て
の
漱
石
氏
こ
そ
︑
ず
っ
と
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
る

べ
く
し
て
︑
認
め
ら
れ
な
い
で
い
た
人
だ
︒
近
頃
に
な
っ
て
︑
思

出
し
た
よ
う
に
博
士
会
が
推
薦
し
た
な
ぞ
は
︑
聊
か
滑
稽
の
感

い
さ
さ

が
あ
る
︒
私
共
は
︑
氏
が
そ
れ
を
辞
退
す
る
と
き
︑﹁
何
時
私
は

い

つ

博
士
号
を
値
す
る
ほ
ど
の
学
者
に
な
っ
た
か
﹂
と
︑
反
問
し
な
か

っ
た
の
を
遺
憾
に
思
う
︒

﹁
文
学
論
﹂
や
︑﹁
文
学
評
論
﹂
や
︑﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂

や
︑﹁
創
作
家
の
態
度
﹂
の
如
き
︑
未
だ
氏
の
学
殖
と
学
才
と
を

傾
倒
し
尽
し
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
が
︑
尚
お
且
つ
そ
ん
じ
ょ
そ

な
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こ
ら
の
博
士
連
中
に
︑
た
や
す
く
見
出
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
︑
頭
脳

の
明
晰
と
︑
緻
密
と
︑
独
創
と
を
証
拠
立
て
て
い
る
︒
あ
の
小
説

を
読
ん
だ
丈
け
で
も
︑
欧
羅
巴
の
い
ず
れ
の
文
豪
に
も
劣
ら
な
い

ヨ
ー
ロ
ツ
パ

ほ
ど
の
︑
す
ば
ら
し
い
学
問
の
あ
る
の
が
分
る
︒

偖
て
其
す
ば
ら
し
い
学
問
に
対
し
て
︑
閲
歴
は
ど
う
か
と
云
う

さ

に
︑
経
験
は
ど
う
か
と
云
う
に
︑
だ
い
ぶ
遜
色
が
あ
る
か
と
思
う
︒

文
学
者
の
上
に
所
謂
経
験
が
︑
単
に
駈
落
を
し
た
と
か
︑
放
蕩

か
け
お
ち

ほ
う
と
う

し
た
と
か
云
う
よ
う
な
︑
極
め
て
狭
い
も
の
に
解
せ
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
あ
る
︒
そ
う
し
た
意
味
合
の
経
験
が
あ
る
か
な
い
か
は
︑
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問
題
に
す
る
丈
け
野
暮
で
あ
る
︒
漱
石
氏
が
そ
う
し
た
方
面
に
材

料
を
取
る
こ
と
の
希
な
の
は
︑少
し
も
怪
む
に
足
ら
な
い
こ
と
だ
︒

ま
れ

所
謂
経
験
が
︑﹁
実
生
活
﹂
に
ふ
れ
る
と
か
ふ
れ
な
い
と
か
の

、
、
、

、
、
、
、

詮
議
と
共
に
︑
何
よ
り
も
先
ず
金
に
困
る
と
云
う
よ
う
な
︑
妙
に

偏
っ
た
も
の
に
解
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
︒
今
尚
お
解
せ

か
た
よ

ら
れ
て
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
意
味
合
の
経
験
が
ど

れ
丈
け
あ
ろ
う
か
︒
か
な
り
大
切
な
︑
さ
れ
ば
と
て
あ
ま
り
有
難

く
も
な
い
此
種
の
経
験
が
ど
れ
丈
あ
ろ
う
か
︒
兎
に
角
︑
漱
石
氏

の
小
説
に
は
︑
貧
乏
人
ら
し
い
貧
乏
人
が
出
て
来
な
い
︒
二
進
も

に
つ
ち

三
進
も
行
か
な
い
よ
う
な
︑
食
わ
な
い
で
い
る
よ
り
も
苦
し
い
ほ

さ
つ
ち
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ど
の
︑
切
迫
つ
ま
っ
た
生
活
が
書
か
れ
て
居
ら
ぬ
︒

せ
つ
ぱ

﹁
野
分
﹂
の
中
な
ぞ
に
︑
真
面
目
な
生
活
難
が
あ
る
と
思
う
の

は
︑
余
り
に
幸
福
過
ぎ
る
人
で
あ
る
︒
障
子
紙
の
破
れ
た
︑
雨
漏

り
の
す
る
家
さ
え
見
れ
ば
︑赤
貧
洗
う
が
如
し
と
は
こ
れ
だ
な
と
︑

早
合
点
し
て
し
ま
う
よ
う
な
人
で
あ
る
︒
あ
れ
位
の
清
貧
に
甘
ん

ず
る
白
井
道
也
氏
を
偉
い
と
云
う
な
ら
ば
︑
昨
日
今
日
襟
垢
の
つ

え
り
あ
か

い
た
綿
入
に
︑
同
様
の
浴
衣
を
重
ね
着
し
な
が
ら
︑
金
に
も
な
ら

ゆ
か
た

ぬ
芸
術
論
を
上
下
し
て
い
る
手
合
は
︑
悉
く
皆
偉
い
人
で
な
け

こ
と
ご
と

れ
ば
な
ら
ぬ
︒

駈
落
を
し
た
り
︑
放
蕩
を
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
で
な
い
ま
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で
も
︑
金
に
困
る
と
云
う
よ
う
な
こ
と
で
な
い
ま
で
も
︑
尚
お
且

つ
文
学
者
の
経
験
と
し
て
必
要
な
の
は
︑
波
瀾
の
多
い
︑
曲
折
に

富
ん
だ
生
活
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
波
瀾
の
多
い
︑
曲
折
に
富
ん
だ
生
活
は
︑
求
め
ざ
る

に
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
︑
求
む
る
に
与
え
ら
れ
ざ
る
場
合

も
あ
る
︒与
え
ら
れ
る
と
与
え
ら
れ
な
い
と
は
運
命
で
︑ま
た
如
何

い
か
ん

と
も
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
︒
求
め
る
と
求
め
な
い
と
は
性
格
で
あ

る
︒
求
め
る
者
に
名
け
て
し
ば
ら
く
浪
漫
主
義
者
と
云
お
う
︒

な
づ

浪
漫
主
義
者
は
芸
術
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
る
空
想
を
︑
さ
な
が

ら
人
生
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
︒
自
然
主
義
者
が
人
生
の
あ
ら
ゆ
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る
事
象
を
そ
の
ま
ま
に
芸
術
視
し
よ
う
と
す
る
と
︑
鮮
か
な
る

あ
ざ
や

対
照
を
な
す
も
の
だ
︒

漱
石
氏
一
味
の
﹁
低
徊
趣
味
﹂
は
︑
人
生
の
厳
か
な
る
大
事
を

こ
と
さ
ら
に
避
け
︑
何
の
あ
ぶ
な
げ
も
な
き
部
分
に
於
て
︑
極
め

て
小
規
模
に
︑
極
め
て
控
目
に
芸
術
と
人
生
と
を
混
同
し
て
楽
も

う
と
す
る
趣
意
ら
し
い
︒

氏
の
如
き
は
︑
好
奇
心
の
恐
し
さ
を
知
ら
な
い
人
で
あ
る
︒
や

り
足
ら
な
か
っ
た
と
云
う
︑
は
が
ゆ
い
憾
を
遺
し
て
も
︑
や
り

う
ら
み

の
こ

過
ご
し
た
と
云
う
痛
ま
し
い
悔
を
遂
に
覚
え
る
こ
と
の
な
い
人
で

く
い

あ
る
︒
寧
ろ
安
全
な
る
自
然
主
義
者
で
あ
っ
て
︑
危
険
な
る
浪
漫
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主
義
者
で
な
い
︒

浪
漫
的
な
ら
ざ
る
漱
石
氏
の
性
格
は
︑所
謂
浪
漫
的
の
生
活
を
︑

こ
と
さ
ら
に
求
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
運
命
も
亦
多
く
を
氏
に

与
え
な
い
で
い
た
か
と
思
う
︒

け
れ
ど
も
直
に
︑
そ
れ
故
漱
石
氏
が
経
験
に
乏
し
い
人
で
あ
る

と
は
決
し
て
言
わ
ぬ
︒

な
ぜ
と
云
っ
て
︑
所
謂
浪
漫
的
の
賑
や
か
な
る
生
活
は
︑
経
験

に
ぎ

の
は
で
な
る
輪
廓
に
過
ぎ
な
い
︒
は
で
な
る
輪
廓
の
中
に
は
︑
豊

、
、

、
、

富
な
る
含
蓄
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
︑
貧
弱
な
る
含
蓄
も
あ
り

得
る
こ
と
だ
︒
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所
謂
浪
漫
的
な
ら
ざ
る
淋
し
き
生
活
は
︑
経
験
の
じ
み
な
る
輪

、
、

廓
に
過
ぎ
な
い
︒
じ
み
な
る
輪
廓
の
中
に
は
︑
貧
弱
な
る
含
蓄
も

、
、

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
︑
豊
富
な
る
含
蓄
も
あ
り
得
る
こ
と
だ
︒

貧
窮
の
あ
ま
り
に
金
貸
婆
を
殺
し
て
其
金
を
捲
上
げ
た
と
云

か
ね
か
し
ば
ば
あ

う
︑
そ
れ
丈
け
の
輪
廓
に
対
し
て
は
︑
普
通
の
三
面
記
事
に
で
も

な
る
よ
り
以
上
に
︑
何
等
の
含
蓄
を
加
え
な
い
経
験
も
あ
る
だ
ろ

う
︒
同
時
に
ま
た
︑
ド
ス
ト
イ
ェ
ウ
ス
キ
イ
の
﹁
罪
と
罰
﹂
な
ぞ

に
か
か
れ
る
よ
う
な
︑非
常
に
含
蓄
の
多
い
経
験
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

戦
争
に
行
っ
て
︑
人
が
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
す
る
の
を
見
た
と

云
う
︑
そ
れ
丈
け
の
輪
廓
に
対
し
て
は
︑
僅
か
に
か
の
桜
井
中
尉
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と
か
云
う
人
の
︑﹁
肉
弾
﹂
な
ぞ
に
で
も
な
る
よ
り
以
上
に
︑
何

等
の
含
蓄
を
加
え
な
い
経
験
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
同
時
に
ま
た
︑
ア

ン
ド
レ
エ
エ
フ
の
﹁
血
笑
記
﹂
な
ぞ
に
題
材
と
な
る
よ
う
な
︑
非

常
に
含
蓄
の
多
い
経
験
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

し
か
ら
ば
︑
輪
廓
を
同
じ
う
す
る
経
験
の
含
蓄
を
︑
貧
弱
な
ら

し
め
な
い
で
豊
富
な
ら
し
め
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
第
一
に
は

主
観
の
老
熟
で
あ
る
︒
老
熟
の
理
智
で
あ
る
︒
第
二
に
は
主
観
の

わ
か
わ
か
し
さ
で
あ
る
︒
多
感
な
る
わ
か
わ
か
し
さ
で
あ
る
︒

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

老
熟
の
理
智
は
大
抵
の
人
が
認
め
て
い
る
如
く
︑
所
謂
内
省
の

作
用
を
な
し
て
︑
解
剖
し
分
析
し
︑
単
純
な
る
も
の
を
複
雑
な
る
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も
の
に
す
る
︒

多
感
な
る
わ
か
わ
か
し
さ
は
︑
目
に
見
た
も
の
を
︑
見
た
丈
け

、
、
、
、
、
、

に
止
め
て
置
か
ず
︑
耳
に
聞
い
た
も
の
を
︑
聞
い
た
丈
け
に
止
め

て
置
か
ず
︑
頭
の
片
隅
に
考
え
た
も
の
を
︑
考
え
た
丈
け
に
止
め

て
置
か
ぬ
︒
悉
く
そ
れ
を
浪
高
き
心
臓
に
送
っ
て
︑
今
生
命
全
人

格
の
動
揺
に
し
な
け
れ
ば
承
知
せ
ぬ
︒
か
り
そ
め
な
る
刺
戟
に
も

ゆ
ゆ
し
き
響
を
反
さ
な
け
れ
ば
承
知
せ
ぬ
︒
浅
薄
な
る
も
の
を
深

刻
な
る
も
の
に
す
る
︒

乃
ち
︑
含
蓄
の
複
雑
に
し
て
深
刻
な
る
経
験
を
獲
ん
が
為
め

す
な
わ

に
は
︑
老
熟
の
理
智
と
︑
多
感
な
る
わ
か
わ
か
し
さ
と
を
必
要
と

、
、
、
、
、
、



37

す
る
︒
多
感
な
る
わ
か
わ
か
し
さ
を
以
て
焼
き
︑
老
熟
の
理
智
を

、
、
、
、
、
、

以
て
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
焼
か
な
け
れ
ば
鍛
え
る
こ
と
が
出

来
ず
︑
鍛
え
な
け
れ
ば
人
の
肺
腑
を
突
く
よ
う
な
︑
刃
物
を
作
る

こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

漱
石
氏
の
場
合
︑
理
智
に
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
の
は
云
う

ま
で
も
な
い
︒
わ
か
わ
か
し
さ
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
︒

、
、
、
、
、
、

ゲ
エ
テ
は
か
つ
て
︑

長
生
は
し
た
い
︑
年
は
取
り
た
く
な
い
︒

と
言
っ
た
そ
う
な
︒
実
際
に
於
て
も
︑
長
生
は
し
た
が
︑
年
は
取

ら
な
か
っ
た
人
で
あ
る
︒
常
に
わ
か
わ
か
し
さ
を
尚
ん
で
い
た

、
、
、
、
、
、

た
つ
と
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の
は
︑
わ
か
わ
か
し
さ
を
有
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
︒

、
、
、
、
、
、

も

島
崎
藤
村
氏
も
︑﹁
新
片
町
よ
り
﹂
の
序
に
於
て
︑

文
学
を
味
い
知
る
と
云
う
上
か
ら
言
っ
て
も
︑
も
と
よ
り
経

あ
じ
わ

験
に
耳
を
傾
け
る
価
値
は
あ
る
︒
た
だ
そ
れ
を
打
砕
く
丈
け
の

若
さ
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒

と
言
っ
た
︒
兎
も
す
れ
ば
︑
老
い
込
み
易
き
日
本
の
文
学
者
と
し

て
︑
氏
の
如
き
は
希
ら
し
く
︑
わ
か
わ
か
し
さ
を
失
わ
な
い
で
い

、
、
、
、
、
、

ま
れ

る
人
だ
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
わ
か
わ
か
し
さ
を
稚
気
と
名
け
て
も
︑

、
、
、
、
、
、

大
部
分
が
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
云
っ
て

も
構
わ
な
い
︒
兎
に
角
そ
れ
が
︑
独
歩
氏
花
袋
氏
な
ぞ
の
作
品
に
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於
け
る
が
如
く
︑
氏
の
作
品
に
於
て
も
亦
︑
非
常
に
大
切
な
る
︑

価
値
あ
る
一
要
素
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
ぬ
︒

今
漱
石
氏
に
は
︑
独
歩
氏
や
︑
花
袋
氏
や
︑
藤
村
氏
な
ぞ
に
折
々

見
る
よ
う
な
︑
甘
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
な
い
丈
け
で
あ
ろ

う
か
︒
油
断
を
す
れ
ば
半
可
を
伴
う
よ
う
な
︑
あ
あ
し
た
稚
気
が

な
い
丈
け
で
あ
ろ
う
か
︒

あ
ま
り
に
早
く
わ
か
わ
か
し
さ
を
な
く
す
る
人
も
あ
れ
ば
︑
は

、
、
、
、
、
、

じ
め
か
ら
し
て
年
寄
り
じ
み
た
人
も
あ
る
︒

漱
石
氏
の
如
き
は
︑
あ
ま
り
に
早
く
わ
か
わ
か
し
さ
を
な
く
し

、
、
、
、
、
、

た
と
云
う
よ
り
も
︑
は
じ
め
か
ら
し
て
年
寄
り
じ
み
た
人
で
は
な
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か
っ
た
ろ
う
か
︒
作
品
の
上
に
も
議
論
の
上
に
も
︑
多
感
な
る
わ、

か
わ
か
し
さ
が
甚
だ
足
り
な
い
︒

、
、
、
、
、

わ
か
わ
か
し
さ
の
火
が
な
い
な
ら
ば
︑
老
熟
の
鉄
槌
も
其
用
を

、
、
、
、
、
、

て
つ
つ
い

な
さ
ぬ
︒
経
験
の
含
蓄
を
し
て
複
雑
深
刻
な
ら
し
め
る
こ
と
が
出

来
な
く
な
っ
て
来
る
︒

斯
う
見
て
来
る
と
︑
竟
に
︑
漱
石
氏
を
以
て
経
験
に
乏
し
き
人

こ

つ
い

と
な
す
こ
と
の
︑
理
由
な
き
に
あ
ら
ざ
る
を
思
う
︒
特
に
其
す
ば

ら
し
き
学
問
に
対
し
て
は
︑
非
常
に
遜
色
の
あ
る
経
験
で
あ
る
と

も
思
う
︒

す
ば
ら
し
き
学
問
に
対
し
て
非
常
に
遜
色
の
あ
る
経
験
は
︑
芸
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術
家
と
し
て
の
漱
石
氏
の
第
一
の
弱
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒

け
れ
ど
も
其
為
め
に
︑
学
問
其
物
と
芸
術
と
を
︑
互
に
相
容
れ

ざ
る
も
の
の
よ
う
に
早
呑
込
を
す
る
の
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
︒

と
り
わ
け
︑
氏
等
の
作
品
に
︑
抽
象
的
の
議
論
が
多
い
と
云
う

こ
と
を
︑
さ
な
が
ら
非
難
す
べ
き
事
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
間
違

い
で
あ
る
︒

述
作
の
抽
象
的
な
る
と
︑
具
体
的
な
る
と
に
依
っ
て
︑
批
評
と

創
作
と
を
差
別
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
る
︒

若
し
も
抽
象
的
に
書
か
れ
た
も
の
が
批
評
で
あ
っ
て
︑
漱
石
氏

も

等
の
作
品
が
抽
象
的
に
書
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
批
評
と
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し
て
見
た
ら
ば
い
い
わ
け
だ
︒
抽
象
的
に
書
か
れ
た
部
分
が
多
い

と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
丈
け
批
評
的
な
る
述
作
と
し
て
見
た
ら
ば

済
む
こ
と
だ
︒

抽
象
的
に
書
か
る
べ
き
も
の
が
︑
抽
象
的
に
書
か
れ
た
と
云
う

丈
け
な
ら
ば
︑
具
体
的
に
書
か
る
べ
き
も
の
が
具
体
的
に
書
か
れ

た
と
同
様
に
︑
何
の
差
支
も
な
き
事
で
は
な
い
か
︒

次
ぎ
に
は
︑
漱
石
氏
等
の
述
作
に
︑
分
析
的
の
説
明
が
多
い
と

云
う
こ
と
を
︑
さ
な
が
ら
非
難
す
べ
き
事
柄
の
よ
う
に
考
え
る
の

も
間
違
い
で
あ
る
︒

述
作
の
分
析
的
な
る
と
︑
綜
合
的
な
る
と
に
依
っ
て
︑
批
評
と
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創
作
と
を
差
別
し
よ
う
と
す
る
人
が
あ
る
︒

若
し
も
分
析
的
に
書
か
れ
た
も
の
が
批
評
で
あ
っ
て
︑
漱
石
氏

等
の
作
品
が
分
析
的
に
書
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
批
評
と

し
て
見
た
ら
ば
い
い
わ
け
だ
︒
分
析
的
に
書
か
れ
た
部
分
が
多
い

と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
丈
け
批
評
的
な
る
述
作
と
し
て
見
た
ら
ば

済
む
こ
と
だ
︒

分
析
的
に
書
か
る
べ
き
も
の
が
︑
分
析
的
に
書
か
れ
た
と
云
う

丈
け
な
ら
ば
︑
綜
合
的
に
書
か
る
べ
き
も
の
が
綜
合
的
に
書
か
れ

た
と
同
様
に
︑
何
の
差
支
も
な
き
事
で
は
な
い
か
︒

創
作
と
批
評
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
依
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
理
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由
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
差
別
を
立
て
ら
れ
る
︒

私
は
近
頃
︑実
生
活
か
ら
直
接
の
題
材
を
獲
た
述
作
で
あ
る
か
︑

間
接
に
題
材
を
獲
た
述
作
で
あ
る
か
に
従
っ
て
︑
創
作
と
批
評
と

に
一
応
の
差
別
を
立
て
よ
う
と
思
っ
て
い
る
︒

所
謂
創
作
は
︑
実
生
活
の
中
か
ら
材
料
を
取
っ
て
︑
実
生
活
に

足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
補
い
︑
所
謂
批
評
は
創
作
の
上
に
題
目
を
選

ん
で
︑
創
作
に
欠
け
た
る
所
を
充
た
そ
う
と
す
る
︒

表
現
す
る
と
云
え
ば
︑
批
評
も
亦
創
作
と
同
じ
く
表
現
す
る
︒

評
価
す
る
と
云
え
ば
︑
創
作
も
亦
批
評
と
同
じ
く
評
価
す
る
︒

創
作
に
実
生
活
の
評
価
が
あ
る
ご
と
く
︑
批
評
に
創
作
の
表
現
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が
あ
る
︒

多
く
の
場
合
に
於
て
︑実
生
活
の
中
か
ら
材
料
を
取
る
述
作
が
︑

抽
象
的
の
議
論
よ
り
も
︑
具
体
的
の
描
写
に
傾
き
︑
分
析
的
の
理

智
に
須
つ
よ
り
も
︑綜
合
的
の
情
意
に
須
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑

ま

私
も
亦
十
分
に
認
め
る
︒
又
多
く
の
場
合
に
於
て
︑
創
作
の
上
に

題
目
を
選
ぶ
述
作
が
︑
具
体
的
の
描
写
よ
り
も
︑
抽
象
的
の
議
論

に
傾
き
︑
綜
合
的
の
情
意
に
須
つ
よ
り
も
︑
分
析
的
の
理
智
に
須

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
私
も
亦
十
分
に
認
め
る
︒

け
れ
ど
も
︑
抽
象
的
だ
と
か
具
体
的
だ
と
か
云
う
よ
り
も
︑
分

析
的
だ
と
か
︑
綜
合
的
だ
と
か
云
う
よ
り
も
︑
実
生
活
か
ら
直
接
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に
題
材
を
獲
た
か
︑
間
接
に
題
材
を
獲
た
か
と
云
う
方
が
︑
或
る

場
合
に
於
て
は
ず
っ
と
面
白
い
差
別
で
も
あ
り
︑
便
宜
な
差
別
で

も
あ
ろ
う
と
思
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
斯
う
し
た
差
別
の
立
て
か
た
か
ら
す
る
と
︑
漱
石

氏
の
小
説
な
る
も
の
は
︑
森
鷗
外
氏
等
の
そ
れ
と
お
な
じ
く
︑
大

抵
の
場
合
︑
創
作
と
批
評
と
が
一
に
な
っ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
︒

乃
ち
氏
等
の
小
説
に
は
︑
創
作
と
批
評
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ

、
、
、
、

て
い
る
よ
う
だ
︒
執
筆
の
際
︑
実
生
活
の
各
断
片
を
順
次
に
表
現

し
て
行
こ
う
と
す
る
︑
所
謂
創
作
的
の
心
と
並
び
に
︑
そ
の
表
現
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さ
れ
て
行
く
も
の
を
片
端
か
ら
評
価
し
て
行
こ
う
と
す
る
︑
所
謂

批
評
的
の
心
と
が
︑
代
る
代
る
働
い
て
い
る
よ
う
だ
︒

出
来
上
っ
た
も
の
に
就
い
て
云
っ
て
も
︑
土
台
は
立
派
な
創
作

で
あ
っ
て
︑
其
上
に
念
入
り
の
批
評
を
戴
い
て
い
る
︒
自
分
の
書

い
た
も
の
は
自
分
で
批
評
す
る
と
云
う
よ
う
な
︑
他
人
の
批
評
に

は
委
せ
ら
れ
な
い
と
云
う
よ
う
な
風
さ
え
見
え
る
︒

漱
石
氏
の
小
説
に
於
て
︑そ
う
し
た
傾
向
の
最
も
著
し
い
例
は
︑

﹁
虞
美
人
草
﹂
の
七
五
頁
か
ら
七
七
頁
へ
か
け
て
︑

斬
っ
た
張
っ
た
の
境
に
甲
野
さ
ん
を
置
い
て
︑
始
め
て
甲
野
さ

ん
の
性
格
を
描
き
出
す
の
は
野
暮
な
小
説
で
あ
る
︒
廿
世
紀
に
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斬
っ
た
張
っ
た
が
無
暗
に
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
︒

と
云
う
よ
う
な
批
評
が
あ
る
︒
私
共
の
所
謂
批
評
が
あ
る
︒
同

じ
く
一
七
七
頁
に
は
︑

此
作
者
は
趣
き
な
き
会
話
を
嫌
う
︒猜
疑
不
和
の
暗
き
世
界
に
︑

さ
い
ぎ

一
点
の
精
彩
を
着
せ
ざ
る
毒
舌
は
︑
美
し
き
筆
に
︑
心
地
よ
き

春
を
紙
に
流
す
詩
人
の
風
流
で
な
い
︒
閑
花
素
琴
の
春
を
司

つ
か
さ

ど
る
人
の
歌
め
く
天
が
下
に
住
ま
ず
し
て
︑
半
滴
の
気
韻
だ
に

帯
び
ざ
る
野
卑
の
言
語
を
臚
列
す
る
と
き
︑
豪
端
に
泥
を
含
ん

ろ
れ
つ

ご
う
た
ん

で
双
手
に
筆
を
運
ら
し
難
き
心
地
が
す
る
宇
治
の
茶
︑
薩
摩
の

め
ぐ

急
須
と
︑
佐
久
良
の
切
炭
を
描
く
は
瞬
時
の
閑
を
盗
ん
で
︑
一

さ

く

ら
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弾
指
頭
の
脱
離
の
安
慰
を
読
者
に
与
う
る
の
方
便
で
あ
る
︒
た

だ
し
地
球
は
昔
よ
り
廻
転
す
る
︒
明
暗
は
昼
夜
を
捨
て
ぬ
︒
嬉

し
か
ら
ぬ
親
子
の
半
面
を
最
も
簡
単
に
叙
す
る
は
此
作
者
の
切

な
き
義
務
で
あ
る
︒
茶
を
品
し
︑
炭
を
写
し
た
る
筆
は
再
び
二

人
の
対
話
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
二
人
の
対
話
は
少
く
と
も
前

段
よ
り
趣
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒

と
云
う
よ
う
な
批
評
が
あ
る
︒
同
じ
く
二
三
五
頁
に
は
︑

謎
の
女
の
云
う
事
は
次
第
に
湿
気
を
帯
び
て
来
る
︒
世
に
疲
れ

た
る
筆
は
此
湿
気
を
嫌
う
︒
辛
う
じ
て
謎
の
女
の
謎
を
こ
こ
ま

で
叙
し
来
っ
た
時
︑
筆
は
一
歩
も
前
へ
進
む
こ
と
が
厭
だ
と
云
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う
︒
日
を
作
り
夜
を
作
り
︑
海
と
陸
と
凡
て
を
作
り
た
る
神
は
︑

七
日
目
に
至
っ
て
休
め
と
云
っ
た
︒
謎
の
女
を
書
き
こ
な
し
た

る
筆
は
︑
日
の
あ
た
る
別
世
界
に
入
っ
て
此
湿
気
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
︒

と
云
う
よ
う
な
批
評
が
あ
る
︒﹁
坑
夫
﹂
の
一
六
頁
に
於
て
︑

﹁
遣
る
な
ら
話
す
が
︑
遣
る
だ
ろ
う
ね
︑
お
前
さ
ん
︒
話
し
た

後
で
厭
だ
な
ん
て
云
わ
れ
ち
ゃ
困
る
が
︒
屹
度
遣
る
だ
ろ
う

ね
︒﹂

ど
て
ら
は
無
暗
に
念
を
押
す
︒
自
分
は
そ
こ
で
︑

﹁
遣
る
気
で
す
︒﹂



51

と
答
え
た
︒
然
し
此
答
は
前
の
よ
う
に
自
然
天
然
に
は
出
な
か

っ
た
︒
云
わ
ば
い
き
み
出
し
た
答
で
あ
る
︒
大
抵
の
事
な
ら
遣

っ
て
退
け
る
が
︑
万
一
の
場
合
は
逃
げ
を
張
る
気
と
見
え
た
︒

だ
か
ら
遣
り
ま
す
と
云
わ
ず
に
︑
遣
る
気
で
す
と
云
っ
た
ん
だ

ろ
う
︒

ま
で
の
創
作
に
対
し
て
は
︑
直
ぐ
に
続
け
て
︑

す

︱
こ
う
自
分
の
事
を
人
の
事
の
よ
う
に
書
く
の
は
何
と
な
く

変
だ
が
︑
元
来
人
間
は
締
り
の
な
い
も
の
だ
か
ら
︑
は
っ
き
り

し
た
事
は
い
く
ら
自
分
の
身
の
上
だ
っ
て
︑
斯
う
だ
と
は
云
い

切
れ
な
い
︒
況
し
て
過
去
の
事
に
な
る
と
︑
自
分
も
人
も
区
別

ま



52

は
あ
り
や
し
な
い
︒
凡
て
が
だ
ろ
う
と
変
化
し
て
仕
舞
う
︒
無

、
、
、

責
任
だ
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
本
当
だ
か
ら
仕
方
が

な
い
︒
こ
れ
か
ら
さ
き
も
危
っ
か
し
い
所
は
い
つ
で
も
此
の
式

で
行
く
積
り
だ
︒

の
批
評
が
か
い
て
あ
る
︒
最
後
に
同
じ
く
一
四
二
頁
を
出
し
て
見

る
が
よ
い
︒

考
え
る
と
妙
な
も
の
だ
︒
一
膳
め
し
屋
か
ら
突
然
飛
出
し
た
赤あ

か

毛
布
と
夕
方
山
か
ら
降
っ
て
来
た
小
僧
と
落
合
っ
て
︑
夏
の
夜

ゲ
ツ
ト

を
後
に
な
り
先
に
な
っ
て
︑
崩
れ
そ
う
な
藁
屋
根
の
下
で
一
所

わ
ら
や

ね

に
寝
た
翌
日
は
︑
雪
の
中
を
半
日
か
か
っ
て
︑
目
指
す
飯
場
へ
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漸
く
着
い
た
と
思
う
と
︑
赤
毛
布
も
小
僧
も
ふ
い
と
消
え
て
な

く
な
っ
ち
ま
う
︒

の
あ
た
り
が
創
作
か
ら
批
評
に
渡
る
橋
梁
に
な
っ
て
︑
そ
れ
を
渡

れ
ば
遂
に
︑

是
で
は
小
説
に
な
ら
な
い
︒
然
し
世
の
中
に
は
纏
ま
り
そ
う
で

ま
と

纏
ま
ら
な
い
︑
云
わ
ば
出
来
損
い
の
小
説
め
い
た
事
が
大
分
あ

る
︒
長
い
年
月
を
隔
て
て
振
返
っ
て
見
る
と
︑
却
っ
て
此
だ
ら

し
な
く
尾
を
蒼
穹
の
奥
に
隠
し
て
仕
舞
っ
た
経
歴
の
方
が
︑
興

味
の
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
振
返
っ
て
思
出
す
ほ
ど
の
過
去

は
︑
み
ん
な
夢
で
︑
そ
の
夢
ら
し
い
所
に
追
懐
の
趣
が
あ
る
ん
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だ
か
ら
︑
過
去
の
事
実
そ
れ
自
身
に
何
処
か
ぼ
ん
や
り
し
た
︑

曖
昧
な
点
が
な
い
と
此
夢
幻
の
趣
を
助
け
る
こ
と
が
出
来
な

い
︒
従
っ
て
十
分
に
発
展
し
て
来
て
因
果
の
予
期
を
満
足
さ
せ

る
事
柄
よ
り
も
︑
此
赤
毛
布
流
に
︑
頭
も
尻
も
秘
密
の
中
に
流

込
ん
で
只
途
中
丈
け
が
眼
の
前
に
浮
ん
で
来
る
一
夜
半
日
の
画

た
だ

の
方
が
面
白
い
︒
小
説
に
な
り
そ
う
で
︑
丸
で
小
説
に
な
ら
な

い
と
こ
ろ
が
︑
世
間
臭
く
な
く
っ
て
好
い
心
持
だ
︒
只
だ
に
赤

た

毛
布
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
︒
小
僧
も
そ
う
で
あ
る
︒
長
蔵
さ
ん
も

そ
う
で
あ
る
︒
松
原
の
茶
店
の
神
さ
ん
も
そ
う
で
あ
る
︒
も
っ

と
大
き
く
云
え
ば
此
一
篇
の
﹁
坑
夫
﹂
そ
の
も
の
が
矢
張
り
そ
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う
で
あ
る
︒
纏
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
儘
に
記
す
丈
け

ま
ま

で
あ
る
︒
小
説
の
よ
う
に
拵
え
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ら
︑
小
説

の
よ
う
に
面
白
く
は
な
い
︒
其
代
り
小
説
よ
り
も
神
秘
的
で
あ

る
︒
凡
て
運
命
が
脚
色
し
た
自
然
の
事
実
は
︑
人
間
の
構
想
で

作
り
上
げ
た
小
説
よ
り
も
無
法
則
で
あ
る
︒
だ
か
ら
神
秘
で
あ

る
︒

の
よ
う
な
︑
純
然
た
る
批
評
に
な
っ
て
い
る
︒
此
等
の
実
例
が
何

ら
蚤
取
眼
で
捜
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
こ
と

の
み
と
り
ま
な
こ

わ
っ
て
置
く
に
も
及
ぶ
ま
い
︒

此
の
如
く
批
評
と
創
作
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
り
︑
一
に
な
っ
て

、
、
、
、

か
く
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い
る
と
云
う
こ
と
は
︑
批
評
に
興
味
の
な
い
読
者
等
に
取
っ
て
︑

寧
ろ
煩
わ
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
け
れ
ど
も
漱
石

氏
等
の
如
く
︑
多
く
の
場
合
︑
批
評
の
興
味
の
取
除
き
得
ら
れ
な

い
人
々
に
取
っ
て
は
︑
こ
れ
が
ま
た
必
要
な
る
述
作
の
形
式
で
あ

る
か
も
知
れ
ぬ
︒

加
之
︑
斯
う
し
た
形
式
の
述
作
は
︑
或
る
種
類
の
読
者
に
む

の
み
な
ら
ず

か
な
い
と
云
う
ま
で
で
︑
そ
れ
以
上
に
格
別
の
不
都
合
も
な
い
よ

う
だ
︒

も
っ
と
も
︑
斯
う
し
た
形
式
の
述
作
に
於
て
は
︑
そ
の
創
作
の

部
分
か
ら
受
け
る
感
じ
と
︑
そ
の
批
評
の
部
分
か
ら
受
け
る
感
じ
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と
に
︑
距
り
が
あ
っ
て
は
面
白
く
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
部
分
か
ら
促
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
気
分
が
ぴ
た
り
と
合
っ

て
︑
何
の
不
調
和
も
な
き
こ
と
を
必
要
と
す
る
︒

漱
石
氏
の
述
作
に
は
﹁
猫
﹂
な
ぞ
の
如
く
︑
十
分
に
其
調
和
の

取
れ
た
の
も
あ
れ
ば
︑﹁
坑
夫
﹂
な
ぞ
の
如
く
︑
一
向
に
其
調
和

の
取
れ
ぬ
の
も
あ
る
か
と
思
う
︒

徹
頭
徹
尾
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
る
気
分
で
読
ま
せ
る
﹁
猫
﹂
は
︑
色
々

の
標
準
か
ら
見
て
最
も
面
白
い
述
作
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
創
作

的
部
分
か
ら
促
さ
れ
る
気
分
と
︑
批
評
的
部
分
か
ら
促
さ
れ
る
気

分
と
に
︑
何
等
の
不
調
和
が
な
い
と
云
う
点
か
ら
見
て
も
︑
代
表
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的
述
作
の
随
一
た
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
︒

こ
れ
に
引
き
か
え
て
﹁
坑
夫
﹂
の
場
合
は
︑
其
題
材
の
性
質
か

ら
し
て
︑
寧
ろ
厳
粛
の
︑
沈
欝
の
気
分
を
促
す
よ
う
な
創
作
の
発

し
ん
う
つ

展
に
な
っ
て
い
る
︒
少
く
と
も
大
多
数
の
人
々
は
︑
あ
の
創
作
の

部
分
か
ら
︑
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
感
じ
を
与
え
ら
れ
ぬ
︒
其
癖
批
評
の

部
分
か
ら
﹁
猫
﹂
の
揚
合
と
同
様
の
ユ
ウ
モ
ラ
ス
な
感
じ
を
強
い

ら
れ
る
︒
そ
こ
に
堪
え
が
た
き
不
調
和
が
あ
っ
て
︑
作
者
の
態
度

を
腹
立
た
し
く
さ
え
な
っ
て
来
る
︒
何
よ
り
も
先
ず
此
点
か
ら
見

て
失
敗
の
述
作
た
る
を
免
れ
ぬ
︒

﹁
坑
夫
﹂
の
如
き
場
合
に
す
ら
も
ユ
ウ
モ
ア
を
働
か
そ
う
と
す
る
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漱
石
氏
が
︑
如
何
に
ユ
ウ
モ
ア
の
好
き
な
人
で
あ
る
か
︑
如
何
に

ユ
ウ
モ
ア
に
富
ん
だ
人
で
あ
る
か
は
想
見
す
る
に
難
く
な
い
︒

総
じ
て
氏
の
小
説
は
︑
先
ず

K
om

ik

︵
滑
稽
︶
に
近
い
ほ
ど

のL
ustiger

H
um

or

︵
快
的
ユ
ウ
モ
ア
︶
に
依
っ
て
︑
陽
気
な
︑

浮
々
と
し
た
根
調
を
作
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の

L
ustiger

H
um

or

を
な
す
も
の
は
︑
人
間
の
言
う
べ
き
こ
と
を
其
儘
猫
に
言
わ
せ
た

り
︑
開
き
直
っ
た
挨
拶
に
用
う
べ
き
言
葉
を
鼻
糞
を
ほ
じ
り
な
が

ら
用
い
さ
せ
た
り
︑
山
出
し
の
お
さ
ん
ど
ん
に
遊
ば
せ
の
遣
い
所

、
、
、
、
、

つ
か

を
間
違
え
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
︑
語
彙
の
転
用
で
あ
る
︒
こ
れ

ご

い

は
大
袈
裟
に
言
っ
た
の
だ
と
︑わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
︑
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大
袈
裟
に
言
っ
た
も
の
と
し
て
取
ら
れ
る
よ
う
な
︑
命
題
の
誇
張

で
あ
る
︒
此
転
用
と
誇
張
と
の
続
出
は
︑
駄
洒
落
の
連
発
に
一
歩

を
進
め
た
丈
け
の
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
﹁
二
百
十
日
﹂
の
圭
さ

ん
碌
さ
ん
な
ぞ
が
︑﹁
膝
栗
毛
﹂
の
弥
次
郎
兵
衛
氏
喜
多
八
氏
を

ろ
く

聯
想
さ
せ
る
の
も
︑
決
し
て
偶
然
の
事
で
な
い
︒
又
其
一
篇
の
結

末
へ
来
て
︑

﹁
言
語
道
断
だ
﹂

﹁
そ
ん
な
も
の
を
成
功
さ
せ
た
ら
︑
社
会
は
滅
茶
苦
茶
だ
︒
お

い
そ
う
だ
ろ
う
﹂

﹁
社
会
は
滅
茶
苦
茶
だ
﹂
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﹁
我
々
が
世
の
中
に
生
活
し
て
い
る
第
一
の
目
的
は
︑
こ
う
云

う
文
明
の
怪
獣
を
打
つ
金
も
力
も
な
い
︑
平
民
に
幾
分
で
も
安

慰
を
与
え
る
の
に
あ
る
だ
ろ
う
﹂

﹁
あ
る
︒
う
ん
︒
あ
る
よ
﹂

﹁
あ
る
と
思
う
な
ら
︑
僕
と
一
所
に
や
れ
﹂

﹁
う
ん
︒
や
る
﹂

﹁
屹
度
や
る
だ
ろ
う
ね
︒
い
い
か
﹂

﹁
屹
度
や
る
﹂

﹁
そ
こ
で
兎
も
角
も
阿
蘇
へ
上
ろ
う
﹂

﹁
う
ん
︑
兎
も
角
も
阿
蘇
へ
上
る
が
よ
か
ろ
う
﹂
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二
人
の
頭
の
上
で
は
二
百
十
日
の
阿
蘇
が
轟
々
と
百
年
の
不
平

を
限
り
な
き
碧
空
に
吐
き
出
し
て
い
る
︒

へ
き
く
う

と
あ
る
の
が
︑
落
の
な
い
落
語
を
聞
か
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
に
な

お
ち

る
の
も
︑
決
し
て
偶
然
の
事
で
な
い
︒
作
家
と
し
て
の
漱
石
氏
の

態
度
を
︑
不
真
面
目
で
あ
る
と
か
︑
ふ
ざ
け
て
い
る
と
か
言
う
も

の
の
あ
る
の
は
︑
主
と
し
て
此L

ustiger
H
um

or

を
用
い
過
ぎ

る
か
ら
の
こ
と
だ
と
思
う
︒

し
か
し
漱
石
氏
に
は
︑L

ustiger
H
um

or

の
外
に
︑
今
少
し

意
味
の
あ
るSym

pathetischer
H
um

ar

︵
同
情
的
ユ
ウ
モ
ア
︶

が
あ
る
︒
イ
ン
グ
リ
シ
ュ
・
ユ
ウ
モ
ア
が
少
か
ら
ず
あ
る
︒
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氏
が
ま
だ
帝
国
大
学
に
講
義
を
し
て
い
た
頃
の
事
で
あ
っ
た
︒

其
講
義
中
い
つ
も
懐
手
を
し
て
い
る
学
生
が
あ
っ
た
︒
氏
は
遂

ふ
と
こ
ろ
で

に
其
学
生
の
傍
へ
や
っ
て
来
て
︑﹁
手
を
御
出
し
な
さ
い
﹂
と
注

意
し
た
︒
け
れ
ど
も
其
学
生
は
︑
一
寸
其
顔
を
赤
く
し
た
ば
か
り

で
︑
口
も
き
か
ず
︑
手
も
出
さ
ぬ
︒
氏
が
重
ね
て
︑﹁
手
を
御
出

し
な
さ
い
﹂
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
︑
彼
は
依
然
と
し
て
手
を
出
さ

な
か
っ
た
︒
其
晩
其
学
生
の
友
人
が
来
て
の
話
に
よ
る
と
︑
右
の

学
生
は
子
供
の
時
分
︑
砲
丸
を
弄
る
か
何
か
し
て
︑
其
片
腕
を
な

い
じ

く
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
聞
い
て
思
遣
り
の
あ
る
︑
デ
ィ

リ
カ
シ
イ
の
あ
る
氏
は
何
と
言
っ
た
か
︒
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無
い
袖
は
振
ら
れ
な
い
と
云
う
け
ど
も
︑
僕
な
ん
ざ
随
分
無
い

智
慧
を
絞
っ
て
講
義
を
し
て
い
る
ぜ
︒○
○
君
だ
っ
て
︑た
ま
に

ち

え

は
︑無
い
腕
位
出
し
て
呉
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
に
な
あ
︒

こ
れ
は
唯
だ
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
︒

た

氏
の
如
き
は
厳
密
に
︑
英
語
に
所
謂
ユ
ウ
モ
リ
ス
ト
で
あ
る
︒

デ
ィ
ク
ン
ズ
や
︑
エ
リ
オ
ッ
ト
や
︑
ド
オ
デ
エ
な
ど
に
あ
る
よ
う

な
温
か
な
ユ
ウ
モ
ア
が
︑
創
作
と
云
わ
ず
︑
批
評
と
云
わ
ず
︑
氏

の
一
切
の
述
作
を
貫
い
て
い
る
︒
そ
の
常
に
︑
大
人
が
子
供
と
遊

ん
で
い
る
よ
う
な
︑
見
下
し
な
が
ら
も
思
遣
る
と
云
う
よ
う
な
態

度
を
︑
非
常
に
面
白
い
と
思
う
人
々
も
あ
り
︑
稍
や
慊
ら
な
い

や

あ
き
た
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と
思
う
人
々
も
あ
る
︒

漱
石
氏
の
ユ
ウ
モ
ア
を
慊
ら
な
く
思
う
の
は
︑
そ
れ
に

Satiristisch
︵
諷
刺
︑
皮
肉
︶
の
味
が
少
い
か
ら
で
あ
る
︒
ス
イ

フ
ト
や
ハ
イ
ネ
の
よ
う
な
︑悲
観
的
な
皮
肉
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

更
に
又
︑
漱
石
氏
の
ユ
ウ
モ
ア
を
慊
ら
な
く
思
う
の
は
︑

V
erzw

eifelter
H
um

or
︵
絶
望
的
ユ
ウ
モ
ア
︶
が
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
断
末
魔
に
自
分
で
自
分
を
嘲
笑
す
る
よ
う
な
︑
気
味
の
悪
い

G
algenhum

or

︵
絞
首
台
上
の
ユ
ウ
モ
ア
︶
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

而
し
て
此
気
味
の
悪
い

G
algenhum

or

が
︑
輓
近
文
学
の
所
謂

し
か

ば
ん
き
ん

厳
粛
な
る
傾
向
に
︑
大
切
な
る
一
要
素
を
な
し
て
い
る
の
は
云
う
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ま
で
も
な
い
事
だ
︒

﹁
猫
﹂
の
出
た
当
時
︑
東
京
朝
日
の
﹁
月
曜
文
壇
﹂
で
︑
グ
リ
・

マ
ル
キ
ン
と
云
う
人
が
︑

﹁
猫
﹂
は
決
し
て
ユ
ウ
モ
リ
ス
ト
の
作
で
な
い
︑
寧
ろ
サ
テ
ィ

リ
ス
ト
の
作
で
あ
る
︒
更
に
進
ん
で
云
え
ば
ス
ケ
プ
テ
ィ
ッ
ク

の
作
で
あ
る
︒
言
い
得
べ
く
ん
ば
深
刻
悲
痛
な
る
ユ
ウ
モ
ア
で

あ
る
︒

と
言
っ
た
︒
グ
リ
・
マ
ル
キ
ン
は
長
谷
川
二
葉
亭
氏
の
匿
名
で
あ

っ
た
と
き
く
︒
二
葉
亭
氏
で
あ
っ
て
見
れ
ば
面
白
い
︒
此
批
評
は

漱
石
氏
よ
り
も
︑
む
し
ろ
二
葉
亭
氏
自
ら
を
批
評
し
た
も
の
で
あ



67

る
︒
少
く
と
も
︑
氏
自
ら
の
作
品
の
上
に
期
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ず
知
ら
ず
述
べ
た
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

一
体
に
ユ
ウ
モ
リ
ス
ト
は

P
hilosopher

︵
哲
学
者
︶
で
あ
っ

て
︑P

hilosophize
︵
哲
学
を
講
ず
る
︶
す
る
も
の
だ
︒
漱
石
氏

も
亦P

hilosopher
で
あ
っ
て
︑philosophize

す
る
︒

け
れ
ど
も
厳
密
に
云
え
ば
︑P

hilosopher

の
立
場
に
い
る
よ

り
も
︑Scientist

︵
科
学
者
︶
の
立
場
に
い
る
人
で
あ
る
︒

philosophize

す
る
よ
り
も
︑
よ
り
多
く

m
oralize

︵
道
徳
を
説

く
︶
す
る
人
で
あ
る
︒Scientist

の
立
場
に
い
てm

oralize

す
る
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人
の
ユ
ウ
モ
ア
は
︑俗
耳
に
入
り
易
き
ユ
ウ
モ
ア
で
あ
る
と
共
に
︑

深
刻
を
欠
き
易
き
ユ
ウ
モ
ア
た
る
を
免
れ
ぬ
︒

し
か
し
漱
石
氏
の
ユ
ウ
モ
ア
は
︑
深
刻
を
以
て
許
さ
れ
な
い
ま

で
も
︑
非
常
に
上
品
な
る
も
の
で
あ
る
︒
仏
蘭
西
の
あ
る
批
評
家

が
︑
シ
ェ
キ
ス
ピ
ア
の
滑
稽
を
モ
リ
エ
ル
の
そ
れ
に
比
し
て
野
鄙

や

ひ

だ
と
言
っ
た
其
意
味
合
で
︑
甚
だ
都
雅
な
る
も
の
で
あ
る
︒
あ
れ

丈
け
上
品
な
る
︑
あ
れ
丈
け
都
雅
な
る
ユ
ウ
モ
ア
は
︑
在
来
の
日

本
文
学
な
ぞ
に
見
出
さ
れ
な
い
の
は
勿
論
の
こ
と
︑
こ
れ
か
ら
さ

き
に
も
︑
た
や
す
く
獲
ら
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
︒
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漱
石
氏
の
作
品
に
於
て
著
し
き
特
色
を
な
す
も
の
と
し
て
は
︑

ユ
ウ
モ
ア
の
傍
に
イ
マ
ジ
ネ
エ
シ
ョ
ン
が
あ
る
︒
こ
れ
と
云
っ
て

例
証
を
挙
げ
る
の
も
困
難
な
が
ら
︑
今
日
の
爾
余
の
作
家
等
に
比

じ

よ

較
し
て
︑
随
分
イ
マ
ジ
ネ
エ
シ
ョ
ン
の
豊
か
な
人
で
あ
る
と
云
う

丈
け
は
︑
大
抵
の
人
が
承
認
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

漱
石
氏
を
何
よ
り
も
先
ず
ユ
ウ
モ
ア
に
富
ん
だ
︑
イ
マ
ジ
ネ
エ

シ
ョ
ン
の
豊
か
な
る
人
と
し
て
見
る
と
き
は
︑
や
が
て
氏
が
︑
デ

ィ
オ
ニ
ゾ
ス
風
の
芸
術
家
で
あ
る
よ
り
も
︑
ア
ポ
ロ
ン
風
の
芸
術

家
で
あ
る
こ
と
に
想
到
す
る
︒

ア
ポ
ロ
ン
風
の
芸
術
家
で
あ
る
か
ら
は
︑
そ
の
芸
術
の
︑
専

も
つ
ぱ
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ら
﹁
描
﹂
こ
う
と
す
る
に
腐
心
し
て
︑
殆
ん
ど
ま
た
﹁
歌
﹂
お
う

と
す
る
に
念
な
き
も
︑
自
ら
な
る
事
だ
と
思
う
︒
従
っ
て
氏
が

お
の
ず
か

鑑
賞
の
際
︑﹁
歌
﹂
お
う
と
す
る
芸
術
に
対
し
て
︑﹁
描
﹂
こ
う

と
す
る
芸
術
の
偏
重
せ
ら
れ
る
と
云
う
の
も
亦
怪
む
に
足
ら
な
い

事
だ
と
思
う
︒

漱
石
氏
の
作
品
に
於
て
著
し
き
特
色
を
な
す
も
の
は
︑
ユ
ウ
モ

ア
と
イ
マ
ジ
ネ
ェ
シ
ョ
ン
と
の
傍
に
︑
今
一
つ
官
能
を
数
え
る
こ

と
が
出
来
る
︒

漱
石
氏
の
官
能
は
都
会
人
の
官
能
で
あ
る
︒
二
三
世
紀
か
か
っ
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て
研
き
を
か
け
た
江
戸
児
の
鋭
敏
な
る
官
能
で
あ
る
︒

江
戸
児
の
鋭
敏
な
る
官
能
は
︑
衣
食
住
の
材
料
に
対
し
て
︑
一

寸
お
つ
だ
と
か
︑
な
か
な
か
酒
落
れ
て
る
と
か
︑
全
で
渋
い
と
か

、
、

ま
る

云
う
よ
う
な
︑
い
ろ
い
ろ
の
評
価
を
案
出
し
︑
又
其
様
式
に
関
し

て
︑
こ
う
す
る
も
の
だ
︑
あ
あ
す
る
も
の
だ
と
云
う
よ
う
な
︑
さ

ま
ざ
ま
の
軌
範
を
工
夫
し
て
︑
贅
沢
な
る

E
picurean

︵
享
楽
主

義
者
︶
を
作
り
︑
閑
の
多
い
通
人
を
拵
え
た
︒
漱
石
氏
が
亦
︑
余

ひ
ま

程
の
通
人
で
あ
り

E
picurean

で
あ
る
こ
と
は
︑
其
作
品
の
一
つ

一
つ
に
証
明
さ
れ
て
い
る
︒
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漱
石
氏
か
ら
少
し
ば
か
り
ユ
ウ
モ
ア
を
取
去
っ
て
︑
そ
れ
丈
け

パ
ッ
シ
ョ
ン
を
加
え
れ
ば
︑
ほ
ぼ
鏡
花
氏
に
近
い
も
の
が
出
来
上

る
︒漱

石
氏
の
鏡
花
氏
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
に
︑
二
人
の
作
家
の
浪

漫
主
義
が
根
差
を
置
く
︒
固
よ
り
幹
と
な
り
︑
枝
と
な
り
︑
作
品

の
花
と
開
い
て
は
︑
色
も
ち
が
い
︑
匂
も
ち
が
う
︒

鏡
花
氏
の
浪
漫
主
義
は
︑
艶
か
し
き
夜
の
燈
の
如
く
水
の

な
ま
め

と
も
し
び

面
に
映
り
︑
美
し
き
鬼
火
の
如
く
地
の
上
を
這
い
︑
凄
じ
き
烽
火

す
さ
ま

の
ろ
し

の
如
く
燃
え
あ
が
る
︒火
な
る
が
故
に
時
あ
り
て
は
人
の
心
に
焰

ゆ
え

ほ
の
お

を
分
つ
︒
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漱
石
氏
の
浪
漫
主
義
は
︑
虹
の
如
く
華
か
に
か
か
り
︑
星
の
如

く
高
ら
か
に
輝
く
︒
し
か
も
常
に
冷
か
で
あ
る
︒

﹁
倫
敦
塔
﹂
や
﹁
幻
影
の
盾
﹂
や
︑﹁
薤
露
行
﹂
や
︑﹁
草
枕
﹂

か
い
ろ
こ
う

や
︑﹁
夢
十
夜
﹂
や
︑
凡
べ
て
皆
︑
冷
か
に
か
か
る
虹
で
あ
る
︒

冷
か
に
輝
く
星
で
あ
る
︒
聊
か
の
熱
も
な
い
︒

ブ
ラ
ン
デ
ス
は
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
を
批
評
し
て
︑

彼
は
感
情
よ
り
も
︑
よ
り
多
く
の
観
念
を
有
つ
︒

と
言
い
︑

H
e
lacks

passions,and
he

is
never

w
anton,his

eroticism
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is
only

E
picureanism

.

T
here

is
sensuality

in
his

w
riting,

and
there

is

intellectuality

︱a
good

deal
of

the
form

er,
an

over-

pow
ering

am
ount

of
the

latter.

H
e
is
taken

all
in

all
m
ore

the
artistic

and
philosophic

than
the

creative
author.

と
言
っ
た
︑
此
批
評
は
そ
の
ま
ま
移
し
て
︑
漱
石
氏
の
場
合
に

適
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
︒

も
っ
と
も
漱
石
氏
に
は
︑
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
見
る
よ

う
な
︑
命
懸
け
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
見
当
ら
ぬ
︒
フ
ラ
ン
ス
の
如
き
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ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け

た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
激
烈

な
る
ソ
オ
シ
ア
リ
ズ
ム
は
︑
云
う
ま
で
も
な
く
其
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か

ら
出
て
来
た
も
の
だ
︒

若
し
漱
石
氏
に
ニ
ヒ
リ
ス
ト
ら
し
い
口
吻
が
あ
っ
た
と
す
れ

こ
う
ふ
ん

ば
︑
所
謂
言
葉
の
戯
で
あ
る
︒
談
理
の
上
に
不
都
合
な
世
界
で

た
わ
む
れ

あ
る
と
言
っ
て
も
︑
つ
く
づ
く
堪
え
が
た
き
世
界
で
あ
る
と
云
う

感
情
の
充
実
が
な
い
︒
其
充
実
し
た
る
感
情
を
超
越
す
る
に
至
っ

た
と
云
う
わ
け
で
も
な
い
︒
安
易
な
る
楽
観
主
義
者
で
あ
る
︒

安
易
な
る
楽
観
主
義
者
は
︑
如
何
な
る
腫
物
で
も
︑
膏
薬
を
張

は
れ
も
の

こ
う
や
く
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っ
て
な
お
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
︒新
し
き
腫
物
に
対
し
て
は
︑

新
し
き
膏
薬
を
工
夫
し
て
行
き
さ
え
す
れ
ば
済
む
も
の
と
思
う
︒

仏
典
な
ぞ
は
頭
の
片
隅
へ
這
入
り
込
ん
で
い
る
丈
け
だ
ろ
う
︒

腸
の
中
ま
で
し
み
込
ん
で
い
る
の
は
︑
ど
う
し
て
も
儒
教
の
よ
う

で
あ
る
︒
新
し
い
考
と
云
え
ば
︑
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
よ
う
な

も
の
が
好
ば
れ
る
の
を
見
て
も
︑
成
程
と
う
な
づ
か
れ
る
の
で

よ
ろ
こ

あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
ト
ル
ス
ト
イ
や
ニ
イ
チ
ェ
に
診
断
さ
せ
る
と
︑
今

の
社
会
は
︑
人
類
は
︑
到
底
膏
薬
位
で
は
間
に
合
わ
な
い
よ
う
な
︑

恐
し
い
腫
物
を
や
ん
で
い
る
︒
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
け
ば
命
が
な
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い
︒
だ
か
ら
思
い
切
っ
て
︑
手
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
足
を

断
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
切
断
し
た
結
果
が
間
違
っ
て
︑
一
命
に

か
か
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
と
も
限
ら
ぬ
︒
兎
に
角
膏
薬
張
を

し
て
は
済
ま
さ
れ
ぬ
︒
決
然
と
し
て
外
科
的
の
手
術
を
施
さ
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

し
か
も
然
う
し
た
荒
療
治
は
︑
安
易
な
る
楽
観
主
義
者
か
ら
言

そ

わ
せ
る
と
︑
全
く
無
用
の
も
の
で
あ
り
︑
甚
だ
有
害
の
も
の
で
あ

る
︑
危
険
極
ま
る
考
で
あ
る
︒

漱
石
氏
の
見
た
る
ト
ル
ス
ト
イ
や
ニ
イ
チ
ェ
等
は
︑
ソ
ク
ラ
テ

エ
ス
の
眼
に
映
じ
た
る
︑
軽
佻
な
る
当
年
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
徒

け
い
ち
よ
う
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に
過
ぎ
ぬ
︒

地
に
泰
平
を
出
さ
ん
た
め
に
我
来
れ
り
と
思
う
な
か
れ
︒
泰
平

い
だ

を
出
さ
ん
と
に
非
ず
刃
を
出
さ
ん
為
め
に
来
れ
り
︒

あ
ら

や
い
ば

と
云
っ
た
ナ
ザ
レ
人
耶
蘇
の
如
き
も
︑
若
し
氏
と
時
代
を
同
じ
う

や

そ

し
た
な
ら
ば
︑
氏
か
ら
し
て
所
謂Socratic

H
um

or

の
的
に
さ

れ
た
か
も
分
ら
な
い
︒

し
か
し
︑
ソ
ク
ラ
テ
エ
ス
は
遂
に
毒
盃
を
仰
い
で
死
ん
だ
︒
矢

張
り
危
険
な
る
考
を
抱
い
て
い
た
も
の
に
違
い
な
い
︒

馬
琴
の
勧
善
懲
悪
は
徳
川
政
府
の
為
め
に
も
︑
馬
琴
自
ら
の
為
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め
に
も
︑
ま
こ
と
に
安
全
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
反
し
て
︑
幕
末
志
士
の
尊
王
論
は
︑
教
育
勅
語
拝
誦

は
い
し
よ
う

以
来
の
忠
君
愛
国
主
義
な
ぞ
と
違
い
︑
其
当
時
の
社
会
の
制
度
並

び
に
秩
序
の
為
め
に
も
︑
志
士
自
ら
の
為
め
に
も
︑
極
め
て
危
険

な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒

漱
石
氏
の
世
界
観
人
生
観
は
︑
幕
末
志
士
の
尊
王
論
の
如
く
危

険
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
な
く
︑
馬
琴
の
勧
善
懲
悪
の
如
く

安
全
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
︒

馬
琴
と
云
い
勧
善
懲
悪
と
云
え
ば
︑
漱
石
氏
の
作
品
に
は
可
な

り
猛
烈
な
る
性
格
の
理
想
化
が
あ
る
よ
う
だ
︒﹁
虞
美
人
草
﹂
な
ぞ
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に
至
っ
て
は
︑善
玉
悪
玉
の
差
別
さ
え
は
っ
き
り
と
つ
い
て
い
る
︒

、
、
、
、

一
方
は
小
夜
子
や
︑
小
夜
子
の
父
や
︑
宗
近
や
︑
宗
近
の
父
や

さ

よ

こ

む
ね
ち
か

宗
近
の
妹
糸
子
や
︑
甲
野
は
︑
貞
淑
で
あ
る
︑
温
良
で
あ
る
︑
真
摯

し
ん
し

で
あ
る
︒
聡
明
で
あ
る
︑
何
等
の
心
得
違
い
の
事
を
せ
ぬ
︒
悉
く

皆
善
玉
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
一
方
の
小
野
や
︑
藤
尾
の
母
は
︑

浮
薄
で
あ
る
︑
驕
慢
で
あ
る
︑
卑
劣
で
あ
る
︒
不
都
合
千
万
な

き
よ
う
ま
ん

る
考
を
有
っ
て
い
た
︒
悉
く
皆
悪
玉
で
あ
る
︒

善
玉
悪
玉
を
拵
え
る
ほ
ど
な
ら
ば
︑
善
人
が
栄
え
て
悪
人
が
亡

ぶ
と
云
う
︑
め
で
た
し
め
で
た
し
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒﹁
虞
美

、
、
、
、
、
、
、
、

人
草
﹂
の
大
団
円
に
は
少
く
と
も

P
oetische

G
erechtigkeit

が
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行
わ
れ
て
い
た
︒

氏
は
又
﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂
に
於
て
︑
モ
オ
パ
ッ
サ
ン
の

﹁
頸
飾
﹂
の
筋
を
述
べ
︑
そ
の
あ
と
で
︑

く
び
か
ざ
り

よ
く
せ
き
の
場
合
だ
か
ら
細
君
が
虚
栄
心
を
折
っ
て
︑
田
舎
育

ち
の
山
出
し
女
と
ま
で
成
り
下
が
っ
て
︑
何
年
の
間
か
苦
心
の

末
︑
身
に
つ
り
合
わ
ぬ
借
金
を
綺
麗
に
返
し
た
の
は
立
派
な
心

掛
で
︑
立
派
な
行
動
で
あ
る
か
ら
し
て
︑
も
し
モ
オ
パ
ッ
サ
ン

氏
に
一
点
の
道
義
的
同
情
が
あ
る
な
ら
ば
︑
少
く
と
も
此
細
君

の
心
行
き
を
活
か
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
訳
で
あ
り
ま

い

し
ょ
う
︒
所
が
奥
さ
ん
の
折
角
の
丹
精
が
一
向
活
き
て
居
り
ま
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せ
ん
︒

と
言
っ
て
︑
練
物
の
金
剛
石
に
だ
ま
さ
れ
た
気
の
毒
な
細
君
の
為

ね
り
も
の

め
に
︑
作
者
の
不
人
情
を
罵
っ
て
い
る
︒
作
品
の
中
で
善
人
を
栄

え
さ
せ
な
い
も
の
は
︑
道
義
心
に
乏
し
い
も
の
と
き
め
て
い
る
の

で
あ
る
︒

漱
石
氏
の
述
作
が
読
者
の
上
に
︑﹁
八
犬
伝
﹂
の
如
き
感
化
を

被
ら
す
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
尊
王
論
の
如
き
影
響
を
及
ぼ
す
か

ど
う
か
は
分
ら
な
い
︒
現
在
の
風
教
を
維
持
す
る
ほ
ど
に
将
来
の

道
徳
に
貢
献
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
︒
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漱
石
氏
は
屢
々
新
人
の
附
焼
刃
を
笑
っ
て
︑
希
に
旧
人
の
矯

つ
け
や
き
ば

ま
れ

き
よ
う

飾
を
咎
め
る
︒
習
俗
と
歩
調
の
合
い
易
い
人
で
あ
る
︒
其
思
想

し
よ
く

と
が

に
は
概
念
の
改
造
が
な
い
︒
所
謂
価
値
の
顚
倒
が
な
い
︒

四
十
一
年
九
月
号
の
﹁
文
章
世
界
﹂
に
は
氏
が
其
青
年
の
時
代

に
於
て
︑
将
来
の
方
針
を
立
て
よ
う
と
し
た
と
き
に
︑

建
築
な
ら
ば
衣
食
住
の
一
で
︑
世
の
中
に
な
く
て
叶
わ
ぬ
の
み

か
︑
同
時
に
立
派
な
美
術
で
あ
る
︑
趣
味
が
あ
る
と
共
に
必
要

な
も
の
で
あ
る
︒
で
︑
私
は
い
よ
い
よ
そ
れ
に
し
よ
う
と
決
め

た
︒

と
あ
る
︒
其
﹁
趣
味
﹂
あ
る
も
の
と
云
い
︑﹁
必
要
﹂
な
る
も
の
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と
云
う
概
念
が
︑
今
も
尚
お
昔
と
変
ら
な
い
︒
不
必
要
な
る
﹁
趣

味
﹂
が
あ
り
︑
無
趣
味
な
る
﹁
必
要
﹂
が
あ
り
得
る
も
の
と
思
わ

れ
て
い
る
︒

三
十
九
年
十
一
月
号
の
同
じ
く
﹁
文
章
世
界
﹂
に
は
︑

普
通
に
云
う
小
説
︑
即
ち
人
生
の
真
相
を
味
わ
せ
る
も
の
も
結

構
で
は
あ
る
が
︑
同
時
に
ま
た
︑
人
生
の
苦
を
忘
れ
て
︑
慰
藉

い
し
や

す
る
と
い
う
意
味
の
小
説
も
存
在
し
て
い
い
と
思
う
︒

と
あ
る
︒﹁
人
生
の
真
相
を
味
わ
せ
﹂
な
い
で
︑
た
だ
﹁
慰
藉
﹂

す
る
よ
う
な
文
学
の
慰
藉
が
︑
低
級
の
慰
藉
で
あ
る
こ
と
に
︑
未

だ
想
到
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
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氏
は
又
︑﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂
に
於
て
︑
真
︑
善
︑
美
︑

壮
と
云
う
四
種
の
理
想
を
立
て
︑
そ
れ
が
互
に
平
等
の
権
利
を
有

っ
て
い
て
︑
相
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
で
あ
る
と
言
っ
た
︒
而
し

て
其
相
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
の
相
冒
し
た
る
例
と
し
て
︑
モ
オ

パ
ッ
サ
ン
や
ゾ
ラ
の
作
を
挙
げ
︑
イ
ブ
セ
ン
の
﹁
へ
ッ
ダ
・
ガ
ブ

ラ
ア
﹂
を
挙
げ
シ
ェ
キ
ス
ピ
ア
の
﹁
オ
セ
ロ
﹂
を
挙
げ
た
︒

私
共
を
以
て
見
れ
ば
︑
所
謂
真
︑
善
︑
美
︑
壮
が
相
冒
す
と
云

う
の
は
︑
旧
き
真
︑
善
︑
美
︑
壮
と
︑
新
し
き
真
︑
善
︑
美
︑
壮

ふ
る

と
の
衝
突
に
過
ぎ
な
い
︒
旧
き
真
︑
善
︑
美
︑
壮
が
互
に
相
冒
さ

ざ
る
を
得
る
ご
と
く
︑
新
し
き
真
︑
善
︑
美
︑
壮
も
亦
互
に
相
冒
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さ
ざ
る
を
得
る
も
の
で
あ
る
︒
か
り
に
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の

M
enschlich-bedeutungsvolle

︵
人
間
的
に
意
義
あ
る
も
の
︶
を

用
い
て
言
え
ば
︑
旧
き
真
︑
善
︑
美
︑
壮
が
旧
き

M
enschlich-

bedeutungsvolle

に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
る
如
く
︑
新
し
き
真
︑

善
︑
美
︑
壮
も
亦
新
し
き

M
enschlich-bedeutungsvolle

に
よ

っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
︒
矛
盾
は
常
に
新
旧
の
間
に
存
す
る
︒

同
じ
く
ま
た
︑﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂
の
中
に
︑

現
代
の
世
紀
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
欠
乏
し
た
世
は
な
く
︑
又
現
代
の

文
学
程
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
発
揚
し
な
い
文
学
は
少
か
ろ
う
と
思
い

ま
す
︒
現
代
の
世
に
荘
厳
の
感
を
起
す
悲
劇
は
一
つ
も
出
な
い
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の
で
も
分
り
ま
す
︒

と
言
っ
て
い
る
漱
石
氏
は
︑﹁
文
芸
と
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
﹂
な
る
論

文
の
中
に
︑

余
は
近
時
潜
航
艇
中
に
死
せ
る
佐
久
間
艇
長
の
遺
書
を
読
ん

で
︑
此
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
る
文
学
の
我
等
と
時
を
同
じ
く
す
る
日

本
の
軍
人
に
よ
っ
て
︑
器
械
的
の
社
会
の
中
に
赫
と
し
て
一
時

か
く

に
燃
焼
せ
ら
れ
た
る
を
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
︒
云
々

と
言
っ
て
い
る
︒
イ
ブ
セ
ン
の
﹁
ブ
ラ
ン
ト
﹂
や
︑﹁
民
衆
の
敵
﹂

に
も
︑
ニ
イ
チ
ェ
の
﹁
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
﹂
に
も
見
出
さ
れ
な

か
っ
た
ほ
ど
の
貴
い
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
実
例
が
︑
佐
久
間
氏
の
遺
書
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に
於
て
見
出
さ
れ
た
と
云
う
の
は
面
白
い
︒

重
ね
て
言
う
︒
漱
石
氏
の
思
想
に
は
概
念
の
改
造
が
な
い
︒
所

謂
価
値
の
顚
倒
が
な
い
︒
習
俗
と
歩
調
の
合
い
易
い
人
で
あ
る
︒

習
俗
と
歩
調
の
合
い
易
い
人
は
︑
所
謂
国
民
性
な
る
も
の
を
尊

重
す
る
上
に
も
︑
か
な
り
に
習
俗
と
相
容
れ
る
︒

あ
い
い

二
千
年
や
三
千
年
の
歴
史
位
で
は
︑
到
底
解
決
す
る
こ
と
の
出

来
な
い
よ
う
な
︑
根
本
的
の
大
問
題
に
対
す
る
も
︑
氏
は
尚
お
自

分
が
日
本
人
で
あ
っ
て
︑
西
洋
人
で
な
い
と
云
う
こ
と
を
忘
れ
ず

に
説
く
︒
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自
然
派
だ
と
か
浪
漫
派
だ
と
か
云
っ
て
概
括
さ
れ
る
の
を
︑
個

性
の
没
却
と
し
て
憤
る
氏
に
し
て
は
︑
此
の
如
く
︑
日
本
人
と
し

か
く

て
の
概
括
に
甘
ず
る
と
云
う
こ
と
が
︑
一
の
矛
盾
で
は
な
い
か
と

思
う
︒

し
か
し
所
謂
和
魂
洋
才
の
人
に
も
其
大
和
魂
を
傷
け
な
い
範
囲

に
於
て
︑
思
想
の
変
遷
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒

例
え
ば
︑﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂︵
四
十
年
四
月
頃
︶
な
ぞ

で
︑
現
代
文
芸
の
根
本
的
傾
向
を
︑
真
向
か
ら
罵
倒
し
去
っ
た
漱

石
氏
が
︑﹁
創
作
家
の
態
度
﹂︵
四
十
一
年
二
月
︶
へ
来
る
と
︑
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大
分
舌
鋒
を
和
ら
げ
て
︑
所
謂
自
然
派
な
る
も
の
を
攻
撃
す
る
よ

ぜ
つ
ぽ
う

り
も
︑
所
謂
非
自
然
派
の
立
脚
地
を
防
衛
す
る
こ
と
に
努
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
︒
其
中
に
は
︑

両
種
の
文
学
の
特
性
は
以
上
の
如
く
で
あ
り
ま
す
︒
以
上
の
如

く
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
双
方
共
大
切
な
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
決

し
て
一
方
ば
か
り
あ
れ
ば
他
方
は
文
壇
か
ら
駆
逐
し
て
も
よ
い

杯
と
云
わ
れ
る
よ
う
な
根
底
の
浅
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

な
ど又

名
前
こ
そ
両
種
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
自
然
派
と
浪
漫
派
と
対

立
さ
せ
て
︑
塁
を
堅
う
し
て
︑
濠
を
深
う
し
て
睨
み
合
っ
て
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
が
︑
其
実
敵
対
す
る
こ
と
の
出
来
る
の
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は
名
前
丈
け
で
︑
内
容
は
双
方
共
に
往
っ
た
り
来
た
り
︑
大
分

入
乱
れ
て
居
り
ま
す
︒
の
み
な
ら
ず
あ
る
も
の
は
見
方
読
方
で

は
︑
ど
っ
ち
へ
で
も
編
入
の
出
来
る
も
の
も
生
ず
る
筈
で
あ
り

ま
す
︒

な
ぞ
と
も
言
っ
て
い
る
︒
更
に
其
後
の
﹁
イ
ズ
ム
の
功
過
﹂
と
云

う
論
文
に
は
︑

自
然
主
義
な
る
も
の
が
起
っ
て
既
に
五
六
年
に
な
る
︒
こ
れ
を

口
に
す
る
人
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
あ
っ
て
の
事
と
思
う
︒
わ

が
知
る
限
り
に
於
て
は
︑
又
わ
が
了
解
し
得
た
る
限
り
に
於
て

は
︵
了
解
し
得
ざ
る
論
議
は
暫
く
措
い
て
︶︑
必
ず
し
も
非
難

お
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す
べ
き
点
ば
か
り
は
な
い
︒
云
々

と
言
っ
て
︑
所
謂
自
然
主
義
の
相
対
的
価
値
を
十
分
に
承
認
し
︑

自
然
主
義
者
は
こ
れ
を
永
久
の
真
理
の
如
く
言
い
な
し
て
吾
人

生
活
の
全
面
に
渉
っ
て
強
い
ん
と
し
つ
つ
あ
る
︒

し

自
然
主
義
者
に
し
て
今
少
し
手
強
く
︑
又
今
少
し
根
気
よ
く
猛

て
ご
わ

進
し
た
な
ら
︑
自
ら
覆
る
の
未
来
を
早
め
つ
つ
あ
る
こ
と
に

く
つ
が
え

気
が
附
く
だ
ろ
う
︒人
生
の
全
局
面
を
蔽
う
大
輪
廓
を
描
い
て
︑

未
来
を
其
中
に
追
い
込
も
う
と
す
る
よ
り
も
︑
茫
漠
た
る
輪
廓

中
の
一
小
片
を
堅
固
に
把
持
し
て
︑
其
処
に
自
然
主
義
の
恒
久

を
認
識
し
て
も
ら
う
方
が
︑
彼
等
の
為
め
に
得
策
で
は
な
か
ろ



93

う
か
と
思
う
︒

と
言
っ
て
︑
単
に
所
謂
自
然
主
義
者
の
偏
狭
に
イ
ズ
ム
を
固
守
す

る
の
態
度
を
笑
っ
て
い
る
︒
イ
ズ
ム
を
固
守
す
る
の
態
度
は
笑
わ

れ
て
い
る
が
︑
自
己
の
趣
味
を
以
て
︑
他
人
の
上
に
強
い
ん
と
す

る
者
の
態
度
が
︑
必
ず
し
も
斥
け
ら
れ
て
な
い
こ
と
は
︑﹁
鑑
賞

の
統
一
と
独
立
﹂
の
中
に
︑

各
自
の
舌
は
他
の
奪
い
が
た
き
独
立
し
た
感
覚
を
各
自
に
鳴
ら

す
自
由
を
有
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
︒け
れ
ど
も
各
自
は
遂
に
︑

各
自
勝
手
に
終
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
己
れ
の
文
芸
が
己

れ
丈
け
の
文
芸
で
︑
遂
に
天
下
の
も
の
と
は
な
り
得
ぬ
で
あ
ろ
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う
か
︒
そ
れ
で
は
情
け
な
い
︒
心
細
い
︒
散
り
散
り
ば
ら
ば
ら

で
あ
る
︒
何
と
か
し
て
各
自
の
舌
の
底
に
一
味
の
連
絡
を
つ
け

た
い
︒
そ
う
し
て
少
し
で
も
統
一
の
感
を
得
て
落
付
き
た
い
︒

と
言
い
︑

一
方
に
於
て
個
人
の
趣
味
の
独
立
を
説
く
余
は
︑
近
来
一
方
に

於
て
ど
う
し
て
も
此
統
一
感
を
駆
逐
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
︒

と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
徴
し
て
︑
又
﹁
好
悪
と
優
劣
﹂
の
中
に
︑

好
悪
を
以
て
満
足
の
出
来
ぬ
ほ
ど
主
観
が
強
烈
に
働
く
と
き
︑

そ
れ
を
客
観
化
し
て
優
劣
と
な
し
︑
其
処
に
趣
味
の
統
一
を
要
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求
し
て
始
め
て
落
付
く
の
は
︑
単
に
自
我
を
吹
聴
す
る
ば
か
り

で
な
い
︒
わ
が
主
観
に
対
す
る
同
情
を
天
下
に
求
む
る
自
然
の

声
で
あ
る
と
提
唱
し
た
い
の
で
あ
る
︒

と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
徴
し
て
も
明
か
で
は
な
い
か
︒
の
み
な
ら

ず
︑
氏
の
所
謂
統
一
感
を
押
し
す
す
め
て
行
く
な
ら
ば
︑
一
の
流

派
が
︑他
の
流
派
の
一
体
の
傾
向
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
︑

強
ち
理
由
な
き
も
の
と
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
る
で
は
な
い

あ
な
が

か
︒
精
し
く
は
︑
イ
ズ
ム
の
名
を
以
て
争
わ
ず
︑
カ
ノ
ン
︵
法
規
︶

を
提
げ
て
立
た
ざ
る
限
り
︑
お
お
よ
そ
の
趣
味
を
同
じ
ゅ
う
す

ひ
つ
さ

る
一
の
団
衆
が
︑
他
の
団
衆
の
大
体
の
趣
味
を
閑
却
し
︑
蔑
視
し
︑
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嫌
悪
す
る
に
至
る
と
云
う
の
も
︑強
ち
不
自
然
な
る
こ
と
で
な
く
︑

亦
必
ず
し
も
咎
む
べ
き
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
来
る
で
は
な
い

か
︒思

想
の
変
遷
は
︑
作
品
の
上
に
も
見
え
て
い
る
︒

漱
石
氏
は
自
然
派
勃
興
の
初
に
於
て
︑
文
壇
の
新
機
運
を
代
表

す
る
と
云
う
意
味
で
︑
独
歩
氏
藤
村
氏
等
と
並
称
せ
ら
れ
た
が
︑

其
新
機
運
な
る
も
の
の
発
展
し
来
る
に
つ
れ
て
︑
い
つ
と
は
知
ら

ず
閑
却
冷
遇
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
︒

さ
れ
ば
﹁
草
枕
﹂
に
於
け
る
非
人
情
主
義
の
提
唱
は
︑
一
面
当
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時
の
論
客
の
︑
触
れ
る
触
れ
ぬ
の
詮
議
に
対
す
る
︑
反
撥
的
の
態

度
で
あ
っ
た
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒

引
続
き
﹁
虞
美
人
草
﹂
は
︑﹁
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
﹂
に
於
け

る
現
代
文
芸
の
弾
劾
と
相
応
じ
て
︑
氏
の
所
謂
真
︑
善
︑
美
︑
壮

の
相
冒
さ
ざ
る
も
の
を
書
こ
う
と
試
み
た
︒
と
り
分
け
真
の
善
︑

美
を
冒
さ
ざ
る
も
の
を
書
こ
う
と
試
み
た
︑
一
篇
の
眼
目
と
な
る

と
こ
ろ
に
は
道
学
的
の
傾
向
が
置
か
れ
て
い
た
︒

﹁
草
合
﹂
と
し
て
一
に
纏
め
ら
れ
た
る
﹁
坑
夫
﹂
並
び
に
﹁
野

く
さ
あ
わ
せ

分
﹂
に
は
︑
半
ば
非
人
情
主
義
の
傾
向
が
あ
り
︑
半
ば
道
学
的
の

傾
向
が
あ
る
け
れ
ど
︑﹁
草
枕
﹂
に
於
け
る
如
く
﹁
虞
美
人
草
﹂
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に
於
け
る
如
く
鮮
か
な
る
も
の
で
な
い
︒
一
方
に
於
て
︑﹁
創
作

家
の
態
度
﹂を
論
ぜ
ら
れ
た
時
分
の
作
で
あ
る
こ
と
に
思
合
せ
て
︑

深
長
の
意
味
が
あ
る
で
は
な
い
か
︒

﹁
三
四
郎
﹂
ま
で
来
る
と
︑
い
よ
い
よ
非
人
情
主
義
の
傾
向
も
少

く
︑
道
学
的
の
傾
向
も
少
く
な
っ
た
︒

最
近
の
作
︑﹁
そ
れ
か
ら
﹂
と
﹁
門
﹂
と
に
至
っ
て
は
︑
殆
ん

ど
自
然
派
の
作
品
と
撰
ば
な
い
︒
た
だ
に
非
人
情
で
な
い
の
み
な

ら
ず
︑
む
し
ろ
大
に
人
間
臭
く
書
こ
う
と
し
て
い
る
︒
た
だ
に
道

学
的
で
な
い
の
み
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
習
俗
の
芸
術
観
か
ら
見
て
は

避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
方
面
に
︑
忌
憚
な
き
筆
を
着
け

き
た
ん
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て
い
る
︒

此
の
如
き
思
想
の
変
遷
は
︑
固
よ
り
賀
す
べ
き
事
で
あ
る
︒
た

か
く

だ
そ
れ
が
︑
主
と
し
て
芸
術
観
上
の
変
遷
た
る
に
止
ま
っ
て
︑
人

生
観
上
の
そ
れ
に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
の
を
︑
私
共
は
稍
や
遺
憾

に
思
う
︒

此
の
如
く
変
遷
が
あ
り
得
た
の
は
︑
氏
自
ら
の
芸
術
観
に
何
等

か
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
此
の
如
く
変
遷
が
あ
り
得
な

か
っ
た
の
は
︑
氏
自
ら
の
人
生
観
に
何
等
の
問
題
も
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
︒
安
易
な
る
楽
観
主
義
者
に
は
︑
和
魂
洋
才
の
漱
石
氏
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に
は
︑
氏
自
ら
の
人
生
観
に
於
て
︑
何
等
の
問
題
ら
し
き
問
題
を

も
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

氏
自
ら
の
人
生
観
に
於
て
︑
何
等
の
問
題
ら
し
き
問
題
を
も
も

っ
て
い
な
い
人
と
し
て
︑
し
か
も
其
人
格
の
堅
実
高
貴
な
る
ゼ
ン

ト
ル
マ
ン
と
し
て
漱
石
氏
を
見
る
と
き
は
︑
不
思
議
と
よ
く
三
宅

雪
嶺
氏
が
聯
想
さ
れ
る
︒

氏
等
の
思
想
は
︑
そ
れ
が
よ
し
ど
れ
丈
け
立
派
な
も
の
で
あ
る

に
も
せ
よ
︑
其
人
格
と
密
接
の
関
係
を
有
し
て
居
ら
ぬ
︒
あ
れ
位

の
思
想
は
︑
あ
れ
丈
け
の
紳
士
的
人
格
な
き
も
︑
尚
お
且
つ
懐
抱

し
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
あ
れ
位
の
思
想
が
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あ
っ
た
と
て
︑
あ
れ
丈
の
紳
士
的
人
格
を
造
り
得
べ
き
も
の
と
も

限
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

ト
ル
ス
ト
イ
や
︑
ニ
イ
チ
ェ
や
︑
ゲ
エ
テ
や
︑
ル
ッ
ソ
オ
や
︑

レ
オ
ナ
ル
ド
オ
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
な
ぞ
の
場
合
に
は
︑
あ
あ
し
た

人
格
で
あ
っ
た
故
︑
あ
あ
し
た
思
想
に
な
っ
た
の
で
︑
あ
あ
し
た

思
想
が
︑
そ
の
ま
ま
彼
等
の
人
格
で
あ
っ
た
︒
思
想
の
外
に
人
格

は
な
く
︑
人
格
の
偉
大
は
や
が
て
思
想
の
偉
大
で
あ
っ
た
︒
厳
密

に
思
想
と
云
え
ば
︑
斯
う
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒

漱
石
氏
の
如
き
は
︑
厳
密
に
思
想
家
を
以
て
許
さ
れ
な
い
も
の

だ
ろ
う
︒
少
く
と
も
思
想
家
と
し
て
の
偉
大
を
認
め
る
こ
と
は
出
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来
ぬ
︒

私
共
は
た
だ
氏
の
如
く
イ
マ
ジ
ネ
エ
シ
ョ
ン
に
豊
か
な
る
︑
官

能
に
敏
な
る
浪
漫
主
義
者
の
希
な
る
を
思
う
と
き
︑
お
お
よ
そ
鏡

ま
れ

花
氏
に
払
う
ほ
ど
の
敬
意
を
氏
に
払
お
う
と
す
る
に
止
ま
る
︒
私

共
は
ま
た
︑
氏
の
如
く
ウ
ィ
ッ
ト
富
め
る
︑
別
し
て
ユ
ウ
モ
ア
に

富
め
る
人
の
更
に
希
な
る
を
思
う
と
き
︑
我
が
国
に
於
け
る
第
一

の
ユ
ウ
モ
リ
ス
ト
と
し
て
氏
を
待
と
う
と
す
る
に
止
ま
る
︒
最
後

に
︑
私
共
は
た
だ
︑
氏
の
如
く
深
遠
博
宏
な
る
学
問
と
︑
氏
の
如

く
堅
実
高
貴
な
る
人
格
と
の
更
に
更
に
希
な
る
を
思
う
と
き
︑
氏

の
所
に
赴
い
て
其
教
を
仰
ぎ
︑
其
徳
に
化
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
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に
止
ま
る
︒

︵
明
治
四
十
四
年
十
二
月
︶
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