




主
知
主
義
と
近
代
派
の
結
論
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新
心
理
主
義
の
運
動
が
︑
一
面
新
感
覚
派
以
来
の
文
学
の
狹
隘

化
へ
の
批
判
で
あ
り
︑
他
面
新
し
い
人
間
像
確
立
へ
の
契
機
と
見

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
契
機
を
十
分
正
し
く
は
生
か

し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
︑
並
行
的
に
連
想
さ

れ
る
も
の
は
阿
部
知
二
の
﹁
主
知
的
文
學
論
﹂
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ

は
そ
れ
の
提
示
さ
れ
た
か
た
ち
か
ら
云
え
ば
明
に
新
し
い
写
実
主

義
へ
の
主
張
で
あ
っ
た
︒

文
學
に
於
け
る
﹁
知
的
な
も
の
﹂
を
中
心
と
し
て
文
學
を
考
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究
す
る
際
︑
文
章
と
知
性
と
の
關
係
を
︑
大
體
二
通
り
に
分
け

て
み
る
こ
と
が
出
來
る
︒
一
つ
は
﹁
内
容
と
し
て
﹂
で
あ
り
︑

他
の
一
つ
は
﹁
方
法
と
し
て
﹂
で
あ
る
︒
眞
實
の
意
味
の

Intellectualism

は
こ
の
第
二
の
方
に
存
在
す
る
︒

第
一
の
︑﹁
内
容
と
し
て
﹂
の
主
知
的
傾
向
の
濃
密
化
も
︑

現
代
文
學
の
著
し
い
特
質
で
あ
る
︒
科
學

︱
︵
自
然
科
學
︑

社
会
科
學
︑
精
神
科
學
︶︑
又
は
︑
思
想
的
内
容
の
歡
迎
︒
あ

る
い
は
時
事
的
な
題
目
の
歡
迎
︒
こ
れ
ら
が
現
代
世
界
の

best-sellers

の
特
徴
に
な
つ
て
い
る
︒
我
圀
の
最
近
の
文
學

に
於
け
る
功
利
的
要
素
の
重
視
な
ど
も
︑
知
的
な
要
素
が
︑
も
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と
も
と
文
學
と
い
う
藝
術
的
フ
オ
ル
ム
の
必
然
の
性
質
と
し
て

そ
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が

︱
現
代
に
於
て
︑
他

の
要
素
を
壓
迫
す
る
ま
で
に
︑
肥
厚
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
︒
文
學
が
今
後
と
も
社
会
内
に
於
て
繁
栄
を
恢
復
し
︑
あ

る
ひ
は
増
大
し
て
行
か
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の
方
面
に
つ
い

て
社
会
的
︑
文
明
的
批
評
︑
あ
る
ひ
は
技
術
的
論
究
が
ま
す
ま

す
必
要
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
︒

が
︑
此
の
意
味
に
於
け
る
主
知
的
傾
向
の
重
視
は
︑
惡
く
發

展
す
る
と
︑
藝
術
的
な
自
殺
に
等
し
い
結
果
に
な
る
︒
が
︑
そ

う
い
う
發
展
と
ち
が
つ
て
︑
こ
の
程
度
に
於
け
る
文
學
が
︑
意
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識
的
に
︑
科
學
︵
社
会
科
學
︑
自
然
科
學
︑
精
神
科
學
等
)
の

方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
積
極
的
に
︑
わ
れ
わ
れ
の

文
明
的
現
象
︑時
代
精
神
と
結
び
つ
か
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
れ
ら
の
一
歩
前
に
︑
つ
ま
り
時
代
の
文
明
的
進
歩

の
一
歩
前
に
︑
探
究
者
︵
勿
論
文
學
を
守
つ
て
で
あ
る
︶
と
し

て
進
む
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
時
に
﹁
方
法
と
し
て
﹂
の
主
知
的

傾
向
が
成
立
つ
︒

方
法
と
し
て
の
主
知
的
傾
向
を
肯
定
す
る
に
は
︑文
學
は︵
主

と
し
て
︶
感
情
︵
エ
モ
オ
シ
ヨ
ン
︶
の
表
現
と
傳
達
で
あ
る
と

し
て
も
︑
わ
れ
わ
れ
が
︑
そ
の
こ
と
に
文
學
を
使
用
す
る
と
い
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う
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
︑
知
性
を
以
て
そ
の
感
情
︵
エ
モ
オ

シ
ヨ
ン
︶
を
取
扱
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
ふ
考
へ
方
を
出
發

點
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
︑
製

作
を
中
心
に
し
て
い
え
ば
︑
文
學
と
は
︑
知
性
を
方
法
と
し
て

わ
れ
わ
れ
の
感
惰
︵
エ
モ
オ
シ
ヨ
ン
︶
の
前
後
左
右
に
ひ
ろ
が

る
未
知
の
世
界
を
探
究
し
︑
こ
れ
に
秩
序
を
あ
た
え
て
再
現
す

る
︑
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
な
る
︒︵﹁
主
知
的
文
學
論
の
略
圖
﹂

に
よ
る
︶

と
い
う
の
が
︑
彼
の
﹁
主
知
的
文
學
論
﹂
の
お
お
よ
そ
で
あ
る
︒

そ
れ
は
要
す
る
に
文
学
に
於
け
る
知
的
な
方
法
の
重
視
で
あ
り
︑
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そ
の
末
段
に
説
か
れ
た
﹁
エ
モ
オ
シ
ヨ
ン
の
世
界
を
知
的
に
探
究

す
る
﹂
と
い
う
の
が
︑
そ
の
主
張
の
眼
目
と
な
る
の
で
あ
る
︒
従

っ
て
此
の
作
者
は
︑

﹁
從
來
無
限
性
と
神
秘
性
と
を
そ
の
資
性
と
考
へ
ら
れ
た
と

こ
ろ
の
エ
モ
オ
シ
ヨ
ン
の
深
淵
を
︑
主
知
的
方
法
を
以
て
探
求

す
る
の
が
︑
眞
の
主
知
的
文
學
で
は
な
か
ら
う
か
﹂

と
か
︑﹁

神
秘
も
取
ロ
マ
ン
ス
も
永
久
に
あ
る
だ
ら
う
︒
た
ゞ
そ
れ

に
秩
序
を
與
へ
る
精
神
を
主
知
的
と
い
う
の
だ
﹂

と
か
い
う
種
類
の
相
似
た
言
葉
を
︑
そ
の
﹁
主
知
的
文
學
論
﹂
の



11

中
に
幾
た
び
か
く
り
か
え
し
て
い
る
︒
中
に
多
少
不
透
明
な
部
分

が
な
い
で
も
な
い
が

︱
そ
し
て
実
際
は
そ
れ
が
か
な
り
重
大
な

意
味
を
持
つ
の
だ
と
思
う
が
︑
と
に
か
く
此
の
主
張
が
︑
全
体
と

し
て
︑
感
動
を
︑
単
な
る
現
象
と
し
て
の
か
た
ち
に
於
て
捉
え
る

だ
け
で
な
く
︑
そ
の
由
来
そ
の
他
の
背
後
的
な
も
の
と
の
関
係
に

於
て
︑
因
果
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
︑
そ
う
し
て
把
握
さ
れ
た
も

の
を
秩
序
立
て
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
云

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
知
的
探
求
の
態
度

が
︑
単
な
る
主
情
主
義
や
印
象
主
義

︱
乃
至
直
観
主
義
的
な
写

実
主
義
な
ど
か
ら
は
一
歩
前
進
し
た
︑
科
学
的
写
実
主
義
の
そ
れ
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で
あ
る
こ
と
も
︑
ま
た
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
そ
う
い
う
言
葉

を
こ
そ
用
い
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
︑
作
者
自
身
も
︑﹁
意
識

的
に
科
學
的
方
法
を
採
用
す
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
︑
彼
自

身
の
主
張
の
特
質
を
規
定
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒
新
感
覚
派
に

よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
主
情
的
直
観
主
義
的
な
写
実
主
義
の
か
わ
り

に
︑
正
し
く
客
観
主
義
的
な
写
実
主
義
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
要

求
が
︑
こ
う
し
て
近
代
派
文
学
の
内
部
に
も
︑
そ
の
主
張
に
な
お

若
干
の
お
ぼ
め
か
し
さ
は
孕
み
な
が
ら
も
︑
と
に
か
く
そ
の
露
頭

を
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
新
感
覚
派
以
来
の
揺
蕩
が

︱
或

は
そ
の
揺
蕩
の
間
に
そ
れ
と
な
く
意
図
さ
れ
て
い
た
も
の
が
︑
こ
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う
し
て
こ
こ
ま
で
来
て
は
じ
め
て
明
確
化
さ
れ
た
と
も
云
え
た
の

で
あ
る
︒
横
光
の
機
械
主
義
的
新
心
理
主
義
や
中
河
の
新
科
学
的

文
芸
の
主
張
な
ど
と
並
ん
で
︑
然
も
よ
り
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た

科
学
的
精
神
の
近
代
派
伝
統
へ
の
浸
潤
が
︑
そ
こ
に
認
め
ら
れ
て

よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
方
法
へ
の
は
っ
き
り
し
た

関
心
が
こ
う
し
て
此
の
文
学
伝
統
内
部
に
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
︑
新
心
理
主
義
に
於
い
て
と
に
も
か
く
に
も
成
就
さ
れ
た
人

間
主
体
の
恢
復
と
あ
わ
せ
て
︑
特
記
さ
れ
て
い
い
こ
と
な
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
ら
な
か
っ
た
︒
新
心
理
主
義
と
ち
が
っ
て
︑
こ
れ

は
新
興
芸
術
派
内
部
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
派
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は
︑
こ
こ
ま
で
来
て
︑
は
じ
め
て
此
の
時
代
と
し
て
の
当
然
あ
る

べ
き
主
張
の
一
つ
を
︑
提
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た
と
思
う
︒
と
に
か
く
到
着
す
べ
き
と
こ
ろ
に
到
着
し
た
と
い
う

感
じ
で
あ
っ
た
し
︑
新
心
理
主
義
に
於
て
も
な
お
未
し
か
っ
た
主

情
主
義
の
揚
棄
が
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
あ
ら
わ
に
期
待
さ
れ
る
と

こ
ろ
ま
で
来
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
い
う
重
大
な
主
張
を
示
し
た
此
の
作
者
は
︑
一
方
に
は
ま

た
小
説
の
﹁
物
語
性
﹂
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た
︒

短
い
物
語
を
描
く
の
を
本
質
と
し
て
い
た
は
ず
の
短
篇
小
説

が
︑
物
語
性
を
は
な
れ
て
﹁
人
生
の
斷
片
﹂
を
冩
せ
ば
よ
い
と
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い
う
こ
と
に
な
つ
て
︑
そ
れ
が
短
篇
小
説
に
對
す
る
觀
念
を
混

亂
さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
︒
殊
に
︑
そ
の
人
生
の
斷
片
が
︑
主

人
公
の
心
境
へ
の
反
映
を
通
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た

︱
卽
ち
︑
文
學
が
所
謂
内
面
的
現
實
を
語
ら
う
と
の
み
す
る

も
の
と
な
つ
た
と
こ
ろ
に
︑
物
語
性
へ
の
訣
別
は
愈
々
顯
著
化

さ
れ
た
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
容
易
に
分
離
さ
れ
き
れ
る
も
の
で
は

あ
る
ま
い
︒﹂

何
か
の
機
会
に
此
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
作
者
は
︑
例
え

ば
瀧
井
孝
作
の
﹁
邦
男
と
二
宮
﹂
と
い
う
作
品
を
評
し
た
文
章
の

中
で
は
︑
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﹁
そ
の
筆
の
布
置
の
正
確
さ
に
於
て
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ

り
︑
或
は
︑
た
と
へ
ば
邦
男
が
蛭
の
夢
を
見
る
感
覺
な
ど
︑
恐

ろ
し
い
ほ
ど
に
強
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
た
ゞ
︑
文
學

が
此
の
方
向
に
ば
か
り
あ
る
の
で
は
な
い
︑
と
い
ふ
こ
と
は
︑

同
時
に
如
何
に
強
調
し
て
も
す
ぎ
は
し
な
い
と
云
ひ
た
い
の
で

あ
る
︒﹂

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
︒
自
然
主
義
末
期
以
来
心
境

小
説
化
し
て
来
た
わ
が
国
近
代
文
学
の
歴
史
の
上
に
更
に
一
歩
を

進
め
て
︑
新
感
覚
派
以
来
単
な
る
抒
情
的
乃
至
感
覚
的
断
章
化
し

よ
う
と
す
る
傾
向
を
さ
え
顕
著
化
し
つ
つ
あ
っ
た
近
代
派
文
学
へ
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の
そ
れ
と
な
い
批
判
と
抗
議
と
は
︑
既
に
見
て
来
た
通
り
新
心
理

主
義
の
運
動
の
中
な
ど
に
も
ほ
の
見
え
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ

が
ま
た
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
観
念
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
が
時
代
の
気
運
化
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
と
同
時
に
︑
此
の
作
者
が
そ
う
し
て
気
運
化
し

て
来
た
も
の
へ
の
鋭
い
把
握
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
む
ろ
ん
そ
の
﹁
主
知
的
文
學
論
﹂
と
呼
応
す

る
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
﹁
物
語
性
﹂
と
い
う
言
葉
で
提
示
さ
れ

て
い
る
も
の
が
︑
そ
の
﹁
主
知
的
文
學
論
﹂
と
の
関
連
に
於
て
考

慮
さ
れ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
筋

︱
首
尾
と
構
成
と
の
あ
る
本
格
的



18

小
説
を
求
め
る
声
と
き
か
れ
た
の
で
あ
り
︑
然
も
そ
の
首
尾
や
構

成
を
通
じ
て
現
象
の
因
果
的
な
連
関
が
正
し
く
科
学
的
な
方
法
を

以
て
た
ど
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ

に
な
お
熟
し
き
れ
な
い
お
ぼ
め
か
し
さ
の
若
干
は
残
さ
れ
て
い
た

に
し
て
も
︑
こ
れ
は
当
時
の
此
の
系
統
内
部
に
あ
ら
わ
れ
た
主
張

と
し
て
は
︑
す
い
ぶ
ん
劃
期
的
な
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
︒
心
境
的
主
情
主
義
的
写
実
主
義
を
放
棄
し
て
﹁
新
理
智
主
義
﹂

へ
の
徹
底
を
意
図
し
た
新
感
覚
派
の
道
が
︑
こ
こ
ま
で
来
て
は
じ

め
て
明
確
に
観
念
化
さ
れ
た
わ
け
だ
し
︑
そ
の
主
張
が
正
し
く
実

現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
︑
そ
れ
は
︑
堀
辰
雄
の
成
就
し
た
心
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境
主
義
的
写
実
主
義
へ
の
復
帰
な
ど
よ
り
︑
も
っ
と
即
時
代
的
な

意
義
を
持
つ
業
績
の
成
就
で
あ
り
得
た
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

既
に
た
び
た
び
触
れ
て
来
た
通
り
︑
左
翼
文
壇
に
も
︑
い
わ
ゆ
る

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
的
不
透
明
さ
が
揚
棄
さ
れ

て
︑
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法

︱
三
木
清
の
い
わ
ゆ
る
綜
合
的

レ
ア
リ
ス
ム
の
主
張
が
︑
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
た
頃
の
こ
と
で

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
云
う
ま
で
も
な
く
唯
物
弁
証
法
を
も
の
さ
し
と

し
て
社
会
現
象
の
全
円
的
な
描
破
を
意
図
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
っ
た
が
︑
そ
れ
と
相
即
的
な
も
の
が
︑
こ
う
し
て
近
代
派
文
学

伝
統
の
中
に
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
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そ
う
い
う
期
待
を
抱
か
せ
た
此
の
作
者
の
作
品
が
︑
単
な
る
心

境
主
義
を
越
え
よ
う
と
し
た
︑
本
格
的
な
構
成
を
持
つ
︑
近
代
派

文
学
と
し
て
の
異
色
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
否
定
出
来
ぬ
事
実
で
あ

っ
た
︒
よ
り
後
年
の
作
品
は
云
う
ま
で
も
な
く
︑﹁
日
獨
對
抗
競

技
﹂﹁
ア
フ
リ
カ
の
ド
イ
ル
﹂
そ
の
他
︑
そ
の
頃
の
短
篇
小
説
の

場
合
に
も
︑
そ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
と
云
い
得
た
の
で
あ
っ
た
︒

が
︑
此
の
場
合
︑
い
わ
ゆ
る
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
を
以
て

し
て
な
ら
︑
如
何
に
多
角
的
な
現
象
を
と
ら
え
よ
う
と
も
︑
帰
一

的
な
焦
点
を
捕
捉
し
そ
こ
な
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

る
︒
と
云
っ
て
も
︑
現
実
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
そ
の
方
法
に
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於
て
熟
し
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
は
そ
の
弁
証
法
的

創
作
方
法
と
か
更
に
後
の
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と

か
い
う
も
の
を
︑
正
し
く
生
か
す
と
こ
ろ
ま
で
は
熟
し
得
ぬ
う
ち

に
弾
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
が
︑そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
こ
に
主
張
さ
れ
て
い
た
方
法
論
そ
の
も
の
は
︑
そ
れ
が
も
と
も

と
特
殊
と
普
遍
と
の
弁
証
法
的
関
連
の
闡
明
を
念
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
故
に
︑
如
何
に
多
角
的
な
現
象
を
対
象
と
し
よ
う
と
︑
そ

こ
に
把
握
の
混
乱
は
生
じ
な
い
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
す
べ
て
の
矛
盾
が
弁
証
法
的
な
統
一
に
於
て
把
握
さ
れ
る

は
ず
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
此
の
作
者
の
い
わ
ゆ
る
﹁
科
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学
的
方
法
﹂
な
る
も
の
は
︑
二
度
も
三
度
も
割
註
し
て
︵
社
会
科

学
・
自
然
科
学
・
精
神
科
学
等
)な
ど
と
云
っ
て
い
た
と
こ
ろ
な

ど
で
も
明
瞭
な
よ
う
に
︑
基
本
的
に
統
一
さ
れ
た
立
場
を
取
ろ
う

と
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
だ
け
で
も
此
の
作

者
の
観
察

︱
現
象
や
感
動
の
因
果
づ
け
や
秩
序
立
て
は
︑
割
切

れ
な
い
混
乱
を
孕
ん
だ
も
の
と
な
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
︒
の
み
な
ら
ず
︑
後
の
作
品
﹁
光
と
影
﹂
な
ど
に
於
て
も
︑

科
学
と
か
科
学
者
と
か
い
う
も
の
を
対
象
と
し
な
が
ら
︑
非
科
学

的
な
迷
信
や
因
縁
ば
な
し
め
い
た
も
の
な
ど
に
︑
多
く
の
興
味
を

寄
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
作
者
で
あ
っ
た
︒
神
秘
や
ロ
マ
ン
ス
へ
の
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傾
情
を
示
し
て
い
た
と
と
も
に
︑
と
も
す
れ
ば
精
神
科
学
を
も
口

に
し
て
い
た
作
者
の
興
味
が
︑
そ
う
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
ず

に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
と
に
か
く
そ
う
い
う
作
者
で

あ
っ
た
が
た
め
に
︑﹁
科
学
的
方
法
﹂
を
口
に
し
て
い
な
が
ら
︑

現
象
や
感
動
を
正
し
く
科
学
的
に
因
果
づ
け
た
り
秩
序
立
て
た
り

す
る
こ
と
が
︑
此
の
作
者
に
は
終
に
ほ
ん
と
に
は
成
し
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
は
︑
多
角
的
な
現
象
に
対
す
る
空
し
い

瞠
目
が
生
れ
る
よ
り
ほ
か
仕
方
な
い
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹁
ア
フ
リ
カ
の
ド
イ
ル
﹂
を
見
給
え
︒
あ
の
作
で
は
︑
科
学
的
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な
推
理
の
逹
人
ド
イ
ル
が
︑
霊
媒
と
い
う
よ
う
な
神
霊
現
象
に
傾

倒
す
る
神
秘
主
義
者
と
し
て
の
面
に
於
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ

う
い
う
彼
の
一
面
が
︑
文
化
的
な
欧
洲
人
に
は
受
け
い
れ
ら
れ
ぬ

か
わ
り
に
︑ア
フ
リ
カ
の
土
人
た
ち
に
は
信
仰
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

彼
の
若
き
第
二
子
は
︑父
を
い
た
わ
る
よ
き
子
供
で
あ
り
な
が
ら
︑

心
の
底
で
は
父
の
そ
の
よ
う
な
神
秘
主
義
を
軽
蔑
し
て
い
る
︒が
︑

彼
の
兄
で
あ
る
長
子
は
︑
ア
フ
リ
カ
的
野
蛮
の
中
に
い
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
化
の
豊
か
さ
を
思
う
と
︑
野
蛮
の
中
か
ら
そ
の
よ
う
な
豊

か
さ
を
育
て
上
げ
て
来
た
人
間
精
神
力
の
卓
越
と
強
靱
さ
と
を
信

じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
が
故
に
︑
父
の
信
ず
る
精
神
力
の
神
秘
も
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ま
た
信
仰
出
来
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
︑
考
え
方
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
作
者
自
身
は
︑
そ
の
二
つ
の
考
え
方
の
ど

ち
ら
に
も
傾
き
き
れ
ぬ
よ
う
な
︑
片
づ
か
ぬ
気
も
ち
を
示
し
て
い

る
の
だ
が
︑
そ
の
片
づ
か
な
さ
の
根
本
が
︑
作
者
自
身
そ
れ
を
意

識
し
て
の
カ
ラ
ク
リ
で
な
か
っ
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
と
し
て

も
︑
と
に
か
く
﹁
精
神
力
の
卓
越
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
ど
の
よ
う

な
内
容
に
で
も
置
き
か
え
る
こ
と
の
出
来
る
言
葉
を
︑
思
考
の
基

本
的
な
鍵
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
か
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と

は
︑
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
︒
つ
ま
り
そ
の
言
葉
が
極
め

て
漠
然
と
し
た
抽
象
語
で
あ
る
た
め
︑そ
の
同
じ
言
葉
の
中
か
ら
︑
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兄
の
肯
定
が
引
出
せ
る
と
同
時
に
︑
弟
の
否
定
も
引
出
せ
る
こ
と

に
な
り
そ
う
な
の
で
あ
る
︒
精
神
力
の
卓
越
と
い
う
も
の
を
︑
人

間
の
持
つ
科
学
の
力
や
合
理
主
義
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と

考
え
れ
ば
︑
弟
の
否
定
が
必
然
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
そ
う
し
た

方
法
的
過
程
的
な
も
の
の
媒
介
な
く
直
接
的
に
顕
現
す
る
生
命
力

の
神
秘
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
︑
兄
の
肯
定
が
必
然
と
な
る

の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
れ
ば
︑

兄
の
肯
定
も
弟
の
否
定
も
︑
同
時
的
に
肯
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
の
が
必
然
な
の
で
あ
る
︒
作
者
の
割
切
れ
ぬ
気
も
ち
が
そ
こ
に

は
当
然
結
果
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
む
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ろ
ん
寓
目
の
一
例
に
過
ぎ
ぬ
も
の
だ
が
︑
と
に
か
く
そ
う
い
う
漠

然
と
し
て
い
る
だ
け
多
義
で
あ
り
得
る
よ
う
な
も
の
を
根
本
的
な

鍵
と
し
て
い
る
考
え
方
に
︑
正
し
い
意
味
で
の
科
学
的
方
法
が
あ

る
と
は
云
え
ま
い
と
思
う
︒
そ
れ
は
や
は
り
偶
発
的
な
︑
ふ
と
し

た
見
つ
け
ど
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
過
ぎ
た
︑
そ
の
意
味
で
主

観
的
恣
意
的
な
思
索
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
と
思
う
︒

主
知
的
文
学
の
名
の
下
に
掲
げ
ら
れ
た
此
の
作
者
の
﹁
科
学
的

探
究
﹂
は
︑
以
上
の
よ
う
な
思
索
方
法
を
基
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
方
法
を
以
て
切
取
ら
れ
た

人
生
の
諸
現
象
が

︱
或
は
感
動
の
由
来
が
︑
そ
の
内
包
す
る
矛
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盾
や
錯
雑
を
正
し
く
整
理
さ
れ
︑秩
序
立
て
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
︑

か
え
っ
て
そ
の
矛
盾
や
錯
雑
の
同
時
的
総
括
的
な
肯
定
に
傾
き
や

す
い
こ
と
は
︑
極
め
て
見
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
錯
綜

す
る
現
象
を
眺
め
渡
し
て
︑
そ
の
関
係
を
正
し
く
整
理
出
来
ぬ
ま

ま
に
空
し
く
佇
立
し
て
た
だ
眺
め
つ
く
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な

態
度
が
︑
だ
か
ら
此
の
作
者
の
い
わ
ゆ
る
主
知
的
文
学
論
の
思
わ

ぬ
結
論
と
し
て
︑
成
立
た
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う

し
て
そ
う
な
っ
た
時
︑
此
の
作
者
は
︑
し
ば
し
ば
明
治
末
期
の
夏

目
漱
石
に
比
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
一
つ
の
対

象
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
眺
め
つ
く
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
生
れ
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た
漱
石
の
低
徊
趣
味
と
︑
エ
モ
ウ
シ
ョ
ン
の
由
来
を
立
場
の
な
い

立
場
に
立
っ
て
考
え
つ
く
そ
う
と
し
た
此
の
作
者
の
態
度
と
が
︑

相
似
た
相
貌
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
も
極
め
て
当
然
で
あ
っ
た

ろ
う
︒
此
の
作
者
の
初
期
の
代
表
作
﹁
冬
の
宿
﹂
な
ど
が
︑
こ
う

し
て
作
者
の
陥
っ
て
行
っ
た
一
種
の
観
照
主
義
的
な
態
度
を
︑
か

な
り
深
く
反
映
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒科

学
的
な
探
求
を
意
図
し
た
此
の
作
者
の
主
知
主
義
が
︑
こ
う

し
て
一
種
の
傍
観
者
的
な
観
照
主
義
的
態
度
に
近
づ
い
て
行
か
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
は
︑
作
者
が
一
方
に
は
知
性
と
か
科
学
と
か
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い
う
も
の
を
尊
重
し
よ
う
と
し
な
が
ら
︑
一
方
に
は
﹁
感
情
︵
エ

モ
オ
シ
ョ
ン
︶﹂
と
か
﹁
文
学
は
結
局
主
情
性
に
依
存
す
る
も
の

だ
﹂
と
か
い
う
こ
と
を
固
く
執
っ
て
動
か
な
か
っ
た
︑
そ
の
間
に

な
お
整
理
し
き
れ
ぬ
も
の
を
残
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か

と
も
思
う
︒
つ
ま
り
そ
う
し
て
文
学
に
於
け
る
主
情
性
を
重
視
す

る
気
も
ち
が
︑
主
情
的
な
発
想
と
か
判
断

︱
即
ち
個
人
的
主
情

的
な
思
惟
を
︑
此
の
作
者
に
と
っ
て
も
ま
た
脱
却
し
が
た
い
も
の

に
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
文
学
が
結
局
主
情
性
に
依
存
す
る
も

の
だ
と
い
う
こ
と
は
動
か
ぬ
公
理
で
あ
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
が
今

日
の
作
家
た
ち
の
主
情
的
な

︱
従
っ
て
直
観
的
偶
発
的
な
思
惟
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を
︑
文
学
の
世
界
で
そ
の
ま
ま
絶
対
視
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
︒
今
日
の
よ
う
な
社
会
条
件
の
中
で
は
︑
一
般
的
個

人
の
主
情
的
心
境
的
な
思
惟
が
︑
錯
雑
と
紛
糾
と
を
必
至
と
せ
ず

に
い
な
い
こ
と
は
︑
考
え
る
ま
で
も
な
く
自
明
な
こ
と
な
の
で
あ

る
︒
だ
か
ら
何
事
を
処
理
す
る
に
も
︑
一
応
自
己
を
つ
き
放
し
て

︱
即
ち
主
情
的
心
境
的
な
思
惟
を
き
り
す
て
て
︑
あ
く
ま
で
も

客
観
主
義
的
に
思
料
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
そ
文
化
の
発
展
を
も
あ
る
べ
く
正
し
い
﹁
時
代
精
神
の
昂

揚
を
も
意
図
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
︒
此
の
作
者
が
︑
そ
う
い
う
﹁
時

代
の
文
明
的
進
歩
の
一
歩
前
に
︑
探
究
者
﹂
と
し
て
登
場
せ
ね
ば
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な
ら
ぬ
と
規
定
し
た
今
日
の
作
家
た
ち
に
も
︑
だ
か
ら
当
然
そ
う

し
た
客
観
主
義
的
な
︑
科
学
者
的
な
目
を
持
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
次
に
必
要
な
こ

と
は
︑
そ
う
し
た
科
学
的
な
物
の
見
方
や
判
断
が
︑
単
に
知
的
方

法
論
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
︑
肉
体
化
さ
れ
生
活
化
さ
れ
従
っ

て
感
情
化
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
︑
定
着

︱
或
は
主

体
的
に
消
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
文
学
が
主
情

性
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
だ
か
ら
今
日
の
作
家
に
彼
自
身

の
主
情
的
思
惟
を
尊
重
せ
よ
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
︑
科
学

的
思
惟
や
そ
れ
を
土
台
と
し
た
物
の
見
方
を
主
体
化
し
き
れ
と
要
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請
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒つ
ま
り
新
し
い
主
体
の
形
成
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
公
式
主
義
と
云
わ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
側
に
あ

っ
て
さ
え
︑
作
家
の
前
衛
的
完
成
と
い
う
か
た
ち
で
︑
比
較
的
早

く
か
ら
云
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
新
し
い
文
学
が
決
し
て

方
法
論
だ
け
か
ら
生
れ
て
来
る
も
の
で
な
く
︑
そ
の
よ
う
な
主
体

の

︱
即
ち
目
と
感
情
と
の
熟
成
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
あ
り
得
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
そ
の
陣
営
内
に
於
て
さ
え
そ
の
よ
う
に
反

省
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
新
し
い
主
体

︱
即
ち
新

し
い
情
感

︱
形
成
へ
の
関
心
を
欠
い
て
︑
昔
な
が
ら
の
主
情
性

や
抒
情
的
思
惟
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
︑
た
だ
方
法
論
だ
け
の
主
知



34

主
義
を
云
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
︑
此
の
作
者
が
︑
そ
れ
と
し
て
は

正
し
い
提
唱
で
あ
っ
た
方
法
論
そ
の
も
の
を
︑
正
し
く
生
か
す
こ

と
の
出
来
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
問
題
は
︑
作
者
の
い
わ
ゆ
る
﹁
主
知
的

内
容
﹂

︱
思
想
性
と
か
問
題
性
︵
時
事
問
題
︶
と
か
い
う
も
の

を
︑
方
法
論
と
は
関
係
の
な
い
︑﹁
非
文
学
的
﹂
な
要
素
と
見
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
︑
か
く
さ
れ
て
い
た
と
も
云
え
そ
う
な
の
で

あ
る
︒
新
し
い
主
体
が
確
立
さ
れ
︑
新
し
い
見
方
が
確
立
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
に
即
応
し
た
思
想
性
の
提
示
や
問
題
の
発

見
と
︑
必
然
的
に
つ
な
が
り
合
う
は
ず
の
も
の
な
の
だ
か
ら
︒
そ



35

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
微
妙
な
関
係
を
見
落
し
て
︑﹁
エ
モ
オ
シ

ョ
ン
﹂
と
か
﹁
主
情
性
﹂
と
か
﹁
抒
情
的
思
惟
﹂
と
か
い
う
こ
と

で
伝
統
文
学
的
な
﹁
内
容
﹂
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
此

の
作
者
の
主
体
の
き
り
か
え
に
未
し
い
も
の
の
あ
る
こ
と
が
反
映

さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
そ
の
思
惟
が
︑
そ
れ
だ

け
の
思
惟
と
し
て
は
別
段
の
問
題
も
孕
ま
ぬ
公
理
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
な
が
ら
︑
結
果
的
に
は
︑
既
に
明
治
四
十
年
の
昔
に
批
判

ず
み
で
あ
っ
た
は
ず
の
︑
低
徊
趣
味
類
似
の
観
照
主
義
を
︑
成
立

さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
︒
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そ
の
こ
と
は
︑
一
方
か
ら
云
え
ば
︑
小
説
に
於
け
る
単
な
る
感

覚
主
義
を
排
し
て
物
語
性
の
重
視
を
云
う
作
者
が
︑
そ
れ
と
並
行

的
に
あ
る
べ
き
批
評
性
の
重
視
は
ま
る
で
忘
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
︑
関
連
し
て
い
る
の
だ
と
も
云
え
よ
う
︒
小
説
が
単
な
る
﹁
物

語
﹂
で
も
﹁
抒
情
詩
﹂
で
も
な
い
ほ
ん
と
の
﹁
小
説
﹂
で
あ
る
た

め
に
は
︑
物
語
性
と
と
も
に
作
者
の
き
び
し
い
批
評
性
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
︑
云
わ
ば
そ
こ
に
こ
そ
主
知
的
ジ
ャ
ン
ル
た
る
小

説
の
﹁
小
説
性
﹂
が
あ
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
︒
一
方
に
物
語

性
を
重
視
す
る
作
者
が
︑そ
の
点
を
完
全
に
見
忘
れ
て
し
ま
っ
て
︑

エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
か
抒
情
的
思
惟
と
か
い
う
こ
と
に
ば
か
り
こ
だ
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わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
作
者
自
身
の
意
図
し
た
よ
う
な
科
学
的

写
実
主
義
を
渾
成
す
る
か
わ
り
に

︱
そ
れ
に
よ
っ
て
人
生
社
会

の
あ
る
べ
く
新
し
い
秩
序
を
思
考
し
た
り
︑
分
裂
し
た
人
間
の
新

し
く
望
ま
し
い
統
一
の
す
が
た
を
抽
き
出
し
て
来
た
り
す
る
か
わ

り
に

︱
或
は
そ
れ
に
よ
っ
て
作
者
自
身
の
云
う
﹁
時
代
の
文
明

的
進
歩
の
一
歩
前
に
︑
探
究
者
﹂
と
し
て
の
﹁
文
学
者
﹂
ら
し
い

任
務
を
果
す
か
わ
り
に
︑
結
局
は
割
切
れ
ぬ
人
生
の
す
が
た
や
人

間
の
生
活
を
見
出
し
て
︑
そ
れ
ら
を
た
だ
深
い
詠
嘆
を
以
て
眺
め

入
ろ
う
と
す
る
だ
け
の
こ
と
に
な
り

︱
従
っ
て
そ
こ
か
ら
は
た

だ
主
観
的
乃
至
心
境
的
な
鍛
練
主
義
へ
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
だ
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け
の
境
地
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
そ
う
い
う
点
で
は
︑
新
心
理
主
義
の
場
合
同
様
︑
そ
れ
へ
の

契
機
を
正
に
つ
か
み
か
け
て
い
な
が
ら
︑
作
者
の
思
索
の
不
十
分

さ
故
に
︑
時
代
の
要
請
に
正
し
く
応
え
得
る
も
の
は
︑
や
は
り
成

就
し
得
な
か
っ
た
主
知
主
義
の
主
張
で
あ
り
実
践
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
科
学
と
か
︑
科
学
的
な
物
の
見
方
と

か
い
う
も
の
へ
の
関
心
か
ら
︑
一
応
は
主
情
性
や
心
境
主
義
の
否

定
に
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
は
ず
の
此
の
作
者
が
︑
こ
う
し
て
終

に
そ
う
い
う
も
の
を
破
り
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
︑
ど
う
や

ら
此
の
系
統
の
出
発
点
に
あ
っ
た
新
感
覚
派
の
場
合
と
も
︑
前
に
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述
べ
た
新
心
理
主
義
の
主
情
的
写
実
主
義
の
復
活
な
ど
と
も
︑
通

い
合
う
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
︒そ
こ
に
は
や
は
り
︑

科
学
的
探
求
態
度
の
一
般
的
未
成
熟
さ
と
い
う
︑
そ
の
頃
の
社
会

的
条
件
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
︒
既
に
見
て
来
た
通
り
︑
そ
う
い
う
点
で
は
並
行
的
な
現
象
と

も
見
ら
れ
た
横
光
の
複
雑
な
人
間
心
理
へ
の
一
種
機
械
主
義
的
と

で
も
い
う
べ
き
方
法
の
適
用
や
︑
中
河
與
一
の
﹁
新
科
学
的
文
芸
﹂

へ
の
主
張
な
ど
も
︑
そ
の
意
図
し
た
科
学
性
に
於
て
正
し
く
熟
し

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
か
︑
よ
り
科
学
的
で
あ
っ
た
は
ず

の
左
翼
の
主
張
も
︑
理
論
的
に
は
と
に
か
く
作
品
的
に
は
ま
だ
ま
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だ
そ
の
理
論
を
十
分
具
体
化
し
得
た
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
︒
明
治
二
十
年
代
初
頭
︑
森
鷗
外
に
よ
っ
て
︑﹁
科
学
の
育
つ

べ
き
地
盤
の
無
い
﹂
こ
と
を
な
げ
か
れ
た
わ
が
国
の
文
学
は
︑
こ

う
し
て
昭
和
十
年
前
後
の
此
の
時
代
ま
で
来
て
も
︑
結
局
相
似
た

よ
う
な
な
げ
き
を
く
り
か
え
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
の
か
わ
り
に
︑
そ
れ
が
こ
こ
ま
で
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑

正
し
く
科
学
を
摂
取
︵
消
化
︶
し
き
ら
ぬ
心
情
︵
目
︶
を
以
て
し

て
は
︑よ
し
そ
こ
に
一
応
は
正
し
い
方
法
論
の
採
用
が
あ
っ
て
も
︑

文
学
は
決
し
て
﹁
時
代
の
文
明
的
進
歩
の
一
歩
手
前
﹂
の
探
求
と
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し
て
︑
成
す
あ
る
も
の
と
は
な
り
得
ぬ
こ
と
が
︑
明
瞭
に
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
心
境
化
︵
肉
体
化
︶
が
文
学
性
の

芯
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
だ
け
︑
何
が
心
境
化
さ
れ

肉
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
が
︑
こ
こ
ま
で
来
て
は
っ

き
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
文

学
が
単
に
文
学
そ
の
も
の
や
そ
の
方
法
論
だ
け
の
問
題
と
し
て
の

み
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
へ
の
︑
明
確
な
反
証
が
こ

こ
で
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
単
に
文
学
及
び
文
学
的
な

技
術
へ
の
関
心
か
ら
の
み
取
上
げ
て
い
た
が
故
に
︑
新
感
覚
派
の

意
図
し
た
文
学
革
新
の
仕
事
が
正
し
く
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
歴
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史
が
︑
こ
こ
で
も
う
一
度
振
返
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
新

感
覚
派
以
来
の
揺
蕩
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
乗
り
こ
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
か
が
︑
だ
か
ら
こ
こ
ま
で
来
て
よ
う
や
く
一
通
り
髣
髴

さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
近
代
派
文
学

の
歴
史
は
︑
今
ま
で
に
見
て
来
た
通
り
︑
新
感
覚
派
に
よ
る
主
情

的
心
境
主
義
の
否
定
に
出
発
し
な
が
ら
︑
そ
れ
か
ら
後
の
道
筋
が

は
っ
き
り
と
は
見
え
な
か
っ
た
が
故
の
彷
徨
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
︑
そ
の
新
し
い
道
筋
を
こ
う
し
て
と
に
か
く
一
通
り
に
は
髣
髴

さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
推
し
つ
め
て
見
せ
た
と
こ
ろ
に
︑
此
の
作
者

の
位
置
や
仕
事
の
︑
此
の
系
統
の
歴
史
に
於
け
る
︑
重
大
さ
が
あ
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っ
た
と
も
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
う
い
う
場
所
で
の

思
索
に
徹
し
き
れ
ず
︑
従
っ
て
主
体
改
造
へ
の
努
力
が
な
か
っ
た

ば
か
り
に
︑
理
論
は
あ
っ
て
も
正
し
く
そ
れ
と
呼
応
し
た
作
品
は

生
れ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
︑
そ
の
た
め
そ
の
主
張
も
そ
の
頃
の
文
学

に
何
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
ず
︑
当
然
の

結
果
と
し
て
そ
こ
に
示
さ
れ
た
問
題
は
す
べ
て
今
日
に
ま
で
残
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
新
感

覚
派
以
来
の
﹁
新
理
知
主
義
﹂
を
こ
う
し
て
正
し
い
意
味
で
の
﹁
主

知
主
義
﹂
に
転
一
歩
の
と
こ
ろ
に
ま
で
推
し
つ
め
た
思
想
的
沈
潜

や
︑
そ
れ
と
呼
応
し
た
小
説
の
本
格
化
的
傾
向
の
顕
著
化
な
ど
に
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は
︑
特
筆
さ
れ
て
も
い
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
︒
新
心
理
主
義
の
人
々

︱
殊
に
堀
辰
雄
の
主
体
性
の

恢
復
と
並
べ
て
︑
此
の
作
者
の
主
張
を
重
視
し
て
来
た
所
以
で
あ

る
︒
近
代
派
の
歴
史
は
こ
こ
で
も
ま
た
正
に
卒
業
さ
れ
か
け
た
の

で
あ
り
︑そ
れ
以
上
の
展
開
が
此
の
系
統
に
は
な
か
っ
た
た
め
に
︑

そ
こ
で
示
さ
れ
た
も
の
が
ま
た
す
べ
て
今
日
の
文
壇
の
当
面
の
課

題
と
つ
ら
な
り
合
う
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
主
張
と

し
て
の
徹
底
と
醇
化
は
な
く
て
も
︑
相
当
に
は
重
視
さ
れ
て
︑
い

い
顕
現
だ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

の
み
な
ら
ず
︑
そ
う
し
て
意
図
さ
れ
た
新
し
い
方
向
へ
の
展
開
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を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
に
︑
此
の
作
者
が
陥

っ
て
行
っ
た
観
照
主
義
的
態
度
は
︑
新
感
覚
派
に
は
じ
ま
っ
た
思

想
的
動
揺
期
を
表
示
す
る
此
の
系
統
の
も
の
と
し
て
は
︑
何
と
云

っ
て
も
一
つ
の
不
可
避
的
な
究
極
所
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
は
結
局
人
生
に
割
切
れ
ぬ
も
の
と
の
結
論
を
下
し
て
︑
そ
の
結

論
に
腰
を
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
︒
つ

ま
り
そ
れ
は
︑
心
境
主
義
の
否
定
に
出
発
し
た
新
感
覚
派
以
来
の

道
が
︑
近
代
派
の
人
々
に
よ
っ
て
は
終
に
正
し
く
歩
み
き
ら
れ
な

か
っ
た
︑
そ
の
結
果
と
し
て
し
よ
う
こ
と
な
し
に
落
ち
こ
ん
だ
行

き
止
ま
り
の
袋
小
路

︱
そ
の
意
昧
で
の
此
派
文
学
の
結
論
的
な
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到
逹
所
だ
っ
た
と
も
云
え
る
も
の
な
の
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
そ

こ
で
は
︑
甘
い
感
情
性
を
払
拭
し
た
冷
た
い
目
と
︑
そ
う
い
う
き

び
し
い
冷
た
さ
に
到
り
得
る
意
志
的
な
精
進
と
が
︑
必
須
の
条
件

と
し
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒そ
れ
は
︑

科
学
と
︑
人
生
を
発
展
に
於
て
考
え
︑
そ
の
発
展
を
人
間
が
担
う

も
の
だ
と
考
え
る
主
体
意
識
と
そ
こ
か
ら
来
る
批
評
精
神
と
を
き

り
す
て
た
︑
そ
の
後
に
残
る
傍
観
者
的
態
度
へ
の
徹
底
だ
と
も
云

え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
堀
辰
雄
の
主
情
的
乃
至
心
境
主
義

的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
人
間
自
我
と
の
恢
復
に
︑
次
の
時
代
に
磅
礴
し

た
生
命
力
の
盲
目
的
な
策
励
へ
の
契
機
が
見
出
さ
れ
た
︑
そ
こ
に
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此
の
動
揺
と
分
裂
と
に
終
始
し
た
近
代
派
文
学
に
と
っ
て
の
必
し

も
正
し
く
発
展
的
だ
っ
た
と
は
云
い
き
れ
な
い
一
つ
の
終
止
符
が

見
出
さ
れ
た
の
と
同
樣
に
︑
よ
り
巾
広
く
多
角
的
な
写
実
主
義
を

意
図
し
た
此
の
作
者
の
世
界
が
︑
そ
の
よ
う
な
袋
小
路
に
近
づ
い

た
と
こ
ろ
に
︑
や
は
り
此
の
時
代
の
此
の
流
派
と
し
て
の
当
然
で

は
な
い
が
止
む
を
得
ぬ
終
幕
の
一
つ
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
と
思

う
︒
そ
れ
は
む
ろ
ん
此
の
作
者
に
於
け
る
科
学
が
︑
上
記
の
通
り

正
し
い
意
味
で
の
そ
れ
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
た

の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
此
の
作
者
の
主
体
意
識
が
︑﹁
文
明
的

進
歩
の
一
歩
手
前
﹂
に
立
つ
た
﹁
探
究
者
﹂
と
い
う
だ
け
の
︑
や
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や
手
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
︑
関
係
し
た
現
象
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
動
か
し
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
だ
と
思
い
︑

従
っ
て
動
か
し
変
え
よ
う
と
す
る
意
識
を
以
て
現
実
に
対
す
る
か

わ
り
に
︑
た
だ
見
よ
う
探
ろ
う
と
す
る
だ
け
の
︑
そ
の
意
味
で
は

受
動
的
な
︑
然
も
科
学
を
欠
い
た
目
が
︑
静
的
な
︑
一
種
の
観
照

主
義
的
な
も
の
に
つ
ら
な
る
の
は
必
至
で
あ
ろ
う
か
ら
︒従
っ
て
︑

そ
れ
は
作
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
意
図
さ
れ
た
方
向
な
の
で
は
な

く
︑
上
記
の
よ
う
な
主
体
的
条
件
故
に
︑
不
可
避
的
に
落
ち
こ
ん

で
し
ま
っ
た
境
地
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
だ
け
に
そ
の
境
地

が
︑
終
に
正
し
く
は
成
熟
し
き
れ
な
か
っ
た
近
代
派
一
般
の
知
的
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傾
向
と
し
て
は
︑
不
可
避
的
な
終
幕
に
な
る
の
で
あ
る
こ
と
を
︑

端
的
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
︒
そ
う
い
う
位
置
に
佇
ん
で
い
る
作
者
の
す
が
た
が
象
徴
す
る

も
の
に
も
︑
何
か
し
ら
注
意
さ
れ
て
い
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒

が
︑
そ
う
云
っ
て
来
れ
ば
既
に
明
瞭
な
よ
う
に
︑
此
の
作
者
は

そ
う
し
た
幕
切
れ
の
舞
台
一
ぱ
い
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
の
で

は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
此
の
作
者
は
︑
自
分
が
そ
う
し

て
一
種
の
観
照
主
義
的
境
地
に
落
ち
こ
ん
だ
作
家
だ
と
見
ら
れ
る

こ
と
に
︑
か
な
り
の
不
満
を
感
じ
て
い
る
ら
し
い
口
吻
を
漏
ら
し
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て
い
た
よ
う
な
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
と
こ
ろ

に
︑﹁
文
明
的
進
歩
の
一
歩
手
前
﹂
に
︑
そ
う
し
た
進
歩
の
た
め

の
﹁
探
究
者
﹂
と
し
て
立
と
う
と
し
た
作
者
と
し
て
の
︑
そ
れ
だ

け
の
積
極
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
身
を
挺
し
て
闘
お
う
と
か
︑
主
張
の
実
現
を
意
図
し
よ
う

と
か
す
る
ま
で
の
も
の
で
は
な
い
か
わ
り
に
︑
積
極
的
進
歩
的
な

も
の
の
顕
現
は
見
逃
す
ま
い
と
す
る
︑
云
わ
ば
傍
観
者
の
積
極
主

義
な
の
で
あ
る
︒
情
熱
は
あ
り
な
が
ら
そ
れ
を
托
す
べ
き
指
標
は

持
た
な
い
積
極
主
義
だ
と
云
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
︒
作
者

の
主
体
意
識
に
手
弱
い
も
の
が
あ
る
と
見
て
来
た
所
以
だ
し
︑
そ



51

う
し
た
摸
索
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
﹁
探
究
﹂
が
結
局
は
観

照
主
義
に
も
近
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
が
︑
と
に

か
く
そ
う
い
う
作
者
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑﹁
冬
の
宿
﹂
が
示
し
た

よ
う
な
傾
向
に
安
住
し
た
り
︑
そ
う
し
た
方
向
に
そ
の
ま
ま
徹
底

し
た
り
し
よ
う
と
す
る
か
わ
り
に
︑﹁
街
﹂
と
か
﹁
幸
福
﹂
と
か

﹁
光
と
影
﹂
と
か
い
う
そ
の
後
の
作
品
に
於
て
は
︑
よ
り
新
し
く

積
極
的
な
モ
ラ
ル
を
求
め
て
の
彷
徨
を
︑
強
く
示
す
よ
う
に
も
な

っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
殊
に
︑
小
松
清
や
舟
橋
聖
一
を
先
達

と
し
た
行
動
主
義
の
浪
が
高
ま
っ
た
頃
に
は
︑
上
紀
の
﹁
街
﹂
そ

の
他
の
作
品
に
よ
っ
て
︑
そ
の
浪
の
中
で
も
か
な
り
目
に
立
つ
も
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の
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
し
︑﹁
光
と
影
﹂
に
つ
い
て
も
︑

そ
の
作
品
と
し
て
の
出
来
栄
え
よ
り
︑
健
康
な
モ
ラ
ル
を
求
め
よ

う
と
す
る
意
図
の
方
に
︑
注
意
し
て
欲
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
︑
口
に
し
て
い
た
り
し
た
の
だ
っ
た
︒﹁
文
明
的
進
歩
﹂
や
新

し
い
﹁
時
代
精
神
﹂
の
想
起
に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
健

康
な
意
欲
が
︑
そ
れ
だ
け
そ
の
頃
に
は
特
に
強
化
さ
れ
て
い
た
わ

け
だ
し
︑
そ
れ
が
そ
の
頃
の
作
者
の
作
品
に
︑
知
識
人
の
新
し
く

在
る
べ
き
生
の
在
り
方
を
探
求
し
設
定
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
盛

り
こ
ん
だ
も
の
と
し
て
︑
当
時
の
盲
目
的
な
生
の
策
励
を
ば
か
り

取
上
げ
て
い
た
よ
う
な
作
品
群
の
中
で
は
︑
か
な
り
際
立
っ
た
特
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質
を
感
じ
さ
せ
る
理
由
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
主
知

的
文
学
論
﹂
を
と
な
え
た
作
者
本
来
の
道
は
︑
む
し
ろ
こ
こ
に
こ

そ
直
接
続
い
て
い
た
と
思
え
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
道
が
正
し
い
成

就
に
つ
づ
い
て
い
た
ら
︑
そ
の
本
格
的
な
小
説
意
識
の
中
に
︑
新

し
い
時
代
に
相
応
し
い
新
し
い
人
間
の
生
き
方

︱
即
ち
主
体
の

形
成
︵
乃
至
提
示
︶
と
い
う
主
題
が
と
け
こ
ま
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
︑
そ
れ
こ
そ
新
感
覚
派
以
来
の
揺
蕩
の
歴
史
に
正
し
い
終

止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

つ
ま
り
堀
の
恢
復
し
た
主
体
に
︑
正
し
く
即
時
代
的
な
点
晴
が
ほ

ど
こ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
望
み
が
︑そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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そ
れ
だ
け
そ
の
頃
の
作
者
の
仕
事
に
は
多
く
の
期
待
が
か
け
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
い
う
成
就
が

此
の
作
者
に
よ
っ
て
渾
成
さ
れ
る
か
わ
り
に
︑
か
え
っ
て
そ
の
後

の
作
者
自
身
が
十
分
に
は
ふ
っ
き
れ
な
い
よ
う
な
気
弱
さ
と
影
絵

の
よ
う
な
迫
力
の
乏
し
さ
と
に
だ
ん
だ
ん
と
落
ち
こ
ん
で
し
ま
っ

た
こ
と
の
中
に
は
︑
や
は
り
作
者
が
そ
の
初
期
時
代
以
来
の
整
理

し
き
ら
れ
ぬ
思
索
と
心
境
と
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
か
ら
来

た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
戦

争
そ
の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
条
件
も
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
︑
そ
れ
に

し
て
も
︑
今
日
の
作
者
が
な
お
例
の
﹁
抒
情
的
思
惟
﹂
の
繋
縛
か
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ら
脱
し
き
れ
ず
に
い
た
り
︑
些
か
顧
て
他
を
云
う
に
も
似
た
主
体

意
識
の
稀
薄
さ
を
示
し
た
り
し
て
い
る
の
が
︑
残
念
な
こ
と
に
思

わ
れ
る
︒﹁
冬
の
宿
﹂
は
︑
そ
う
い
う
も
の
を
い
つ
ま
で
も
超
克

し
き
れ
ず
に
い
る
作
者
の
体
重
が
︑
そ
の
意
識
的
な
意
図
と
は
異

っ
た
方
向
に
踏
み
こ
み
か
け
た
足
の
方
に
︑
よ
り
重
く
傾
き
か
け

た
時
の
記
念
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
作
者
は
今
日
に
も
な
お
そ
こ

へ
の
危
険
を
完
全
に
脱
却
し
つ
く
し
て
い
る
と
も
云
え
ぬ
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
現
象
や
顕
現
を
探
求
し
よ
う

と
す
る
だ
け
で
︑
そ
れ
を
自
ら
変
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
確
立
さ

れ
ぬ
限
り
︑
そ
れ
は
恐
ら
く
不
可
避
の
結
論
な
の
だ
か
ら
︒
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記
述
が
ひ
ど
く
混
雑
し
た
よ
う
だ
が
︑要
す
る
に
此
の
作
者
は
︑

近
代
派
伝
統
内
部
の
人
と
し
て
は
珍
ら
し
く
︑
対
人
生
の
積
極
的

な
関
心
を
持
ち
︑
そ
の
関
心
を
托
す
べ
き
方
法
論
に
は
或
る
程
度

の
正
し
い
自
覚
を
持
ち
な
が
ら
︑
そ
こ
に
も
一
つ
つ
き
つ
め
き
ら

ぬ
も
の
を
残
し
て
い
る
と
と
も
に
︑
そ
の
主
体
意
識
に
手
弱
い
も

の
を
示
し
て
い
る
た
め
︑
変
え
よ
う
と
す
る
態
度
に
徹
す
る
か
わ

り
に
と
も
す
れ
ば
眺
め
よ
う
と
す
る
だ
け
の
態
度
に
ひ
き
つ
け
ら

れ
や
す
い
も
の
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑

そ
う
い
う
作
者
に
対
し
て
︑
此
の
も
っ
ぱ
ら
眺
め
よ
う
と
だ
け
し

て
い
る
よ
う
な
観
照
主
義
的
態
度
に
︑
最
も
疑
惑
な
く
徹
底
し
て
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い
る
の
は
︑
既
に
幾
度
か
触
れ
て
来
た
川
端
康
成
な
の
で
は
な
い

か
と
思
う
︒﹁
雪
國
﹂
そ
の
他
後
年
の
作
品
が
は
っ
き
り
と
そ
れ

を
示
し
て
い
る
し
︑
此
の
作
者
と
す
れ
ば
そ
れ
が
ま
た
必
至
の
道

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

既
に
見
て
来
た
通
り
︑
此
の
作
者
は
︑
生
き
生
き
し
た
生
命
力

の
顕
現
に
限
り
な
い
愛
情
を
示
し
て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

作
者
自
身
は
︑
そ
う
し
た
生
命
力
の
躍
動
す
る
世
界
に
︑
自
ら
と

け
こ
ん
で
行
こ
う
と
は
決
し
て
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
む
し
ろ

と
け
こ
む
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
心
の
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
少
し
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
此
の
作
者
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に
﹁
高
原
﹂
と
い
う
作
品
が
あ
る
︒
須
田
と
い
う
い
や
な
男
を
背

景
の
よ
う
に
し
て
︑
洋
子
と
い
う
好
き
な
女
を
書
こ
う
と
し
た
よ

う
な
作
品
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
女
を
書
い
た
と
い
う
作
品

に
も
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
夏
の
軽
井
沢
の
風
物
詩
の
よ
う
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
︑
作
者
自
身
云
っ
て
い
る
も
の
だ
が
︑
そ
こ

に
描
か
れ
た
﹁
好
き
な
女
﹂
の
洋
子
は
︑
如
何
に
も
此
の
作
者
の

好
き
そ
う
な
︑
若
々
し
い
生
命
の
力
を
生
き
る
女
性
で
あ
る
︒
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
須
田
は
︑
一
方
に
は
そ
う
い
う
彼
女
の
若
さ
や

清
純
さ
を
尊
び
な
が
ら
も
︑
他
面
そ
う
い
う
も
の
の
底
に
あ
る
無

知
や
単
純
さ
を
︑
軽
蔑
せ
す
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
彼
は
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フ
ラ
ン
ス
法
律
科
を
卒
業
し
な
が
ら
︑
そ
の
個
性
的
な
好
み
の
道

を
生
き
る
こ
と
は
出
来
ず
︑
退
屈
な
英
語
教
師
と
し
て
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
︑
最
初
の
結
婚
に
も
失
敗
し
た

り
し
て
︑
人
生
の
不
調
和
を
見
過
ぎ
て
い
る
上
︑
広
い
読
書
か
ら

一
種
の
精
神
的
浮
浪
者
め
い
た
人
間
に
な
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
彼
に
は
︑
彼
女
の
単
純
さ
や
ろ
く
に
本

も
読
ま
な
い
で
何
で
も
知
っ
て
い
る

︱
つ
ま
り
安
心
し
き
っ
て

い
る
浅
薄
さ
に
︑
好
意
が
持
て
な
い
の
で
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑

彼
に
は
︑
洋
子
的
な
清
純
さ
や
若
い
生
命
の
力
が
︑
も
一
つ
激
し

く
発
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
出
征
し
た
夫
を
送
っ
た
翌
日
東
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京
か
ら
軽
井
沢
ま
で
オ
ー
ト
バ
イ
で
飛
ば
し
て
来
る
と
い
う
よ
う

な
︑﹁
あ
ら
れ
も
な
い
﹂
猛
烈
さ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
︑
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
然
も
︑
そ
れ
を
女
性
の
﹁
生

命
力
の
凱
歌
﹂と
し
て
称
え
る
だ
け
の
一
応
の
理
解
は
あ
っ
て
も
︑

彼
に
は
も
っ
と
つ
つ
ま
し
や
か
な
︑
東
洋
的
に
抑
制
さ
れ
た
感
情

の
表
現
に
心
ひ
か
れ
る
気
も
ち
の
方
が
よ
り
強
い
の
で
あ
る
︒
だ

か
ら
彼
は
洋
子
を
一
応
は
好
き
に
な
り
な
が
ら
︑
心
の
底
か
ら
好

き
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
須
田
を
︑
作
者
は
自
ら

﹁
い
や
な
奴
﹂
と
規
定
し
て
は
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
︑
か
な
り
色
濃
い
作
者
自
身
の
投
影
が
あ
り
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そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
作
者
は
︑
彼
自
身
美
し
く

清
純
だ
と
思
う
も
の
の
奥
に
も
︑
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
︑
そ
の
美

し
さ
や
清
純
さ
を
空
し
い
も
の
だ
と
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
︑
さ
ま

ざ
ま
な
否
定
的
条
件
が
出
て
来
る
こ
と
を
︑
実
際
は
よ
く
知
っ
て

い
る
の
で
あ
る
︒そ
う
し
て
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑

そ
う
い
う
現
象
の
奥
に
あ
る
も
の
へ
の
知
的
な
探
求
を
す
て
て
︑

美
し
い
も
の
を
た
だ
美
し
い
も
の
と
し
て
の
み
造
型
す
る
こ
と

に
︑
全
力
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
夏
の
靴
﹂
や

﹁
故
郷
﹂
の
初
期
時
代
か
ら
﹁
淺
草
紅
團
﹂
な
ど
の
時
代
に
か
け

て
の
作
者
が
︑
生
命
力
の
美
し
い
燃
焼
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
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捉
え
る
だ
け
で
︑
そ
れ
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
否
定
的
な
条
件
な

ど
に
つ
い
て
は
何
も
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
あ
の
態
度

が
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒
須
田
を
﹁
い

や
な
奴
﹂
と
規
定
す
る
作
者
が
︑
作
者
と
し
て
の
彼
自
身
か
ら
そ

の
﹁
い
や
な
奴
﹂
を
閉
め
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
考
え
よ
う
と

は
し
な
い
で
た
だ
見
て
そ
し
て
そ
の
美
し
さ
や
楽
し
さ
だ
け
を
味

お
う
と
す
る
態
度
が
︑
こ
う
し
て
此
の
作
者
に
於
て
必
至
の
も
の

と
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
上
記
の
よ

う
な
作
者
の
好
み
が
内
包
す
る
矛
盾
に
由
来
す
る
も
の
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
︒
生
命
力
の
積
極
的
な
顕
現
を
喜
び
な
が
ら
そ
の
暴
発
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や
奔
騰
に
は
顔
を
そ
む
け
て
︑
か
え
っ
て
東
洋
的
な
抑
制
に
美
と

感
動
と
を
見
出
そ
う
と
す
る
︑
そ
う
い
う
趣
味
性
の
矛
盾
に
由
来

す
る
も
の
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
︑
よ
り
多
く
は
須
田
の
そ
れ

に
も
似
た
よ
う
な
︑
何
も
か
も
知
り
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
︑
そ
う

し
て
然
も
否
定
的
に
し
か
物
事
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
心
情

︱
作
者
自
身
の
い
わ
ゆ
る
﹁
末
期
の
眼
﹂
に
︑
由

来
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
今
は
も
う
あ

ま
り
定
か
で
は
な
い
記
憶
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
︑
此
の
作

家
も
早
く
既
に
新
感
覚
派
の
時
代
に
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
イ
デ
ィ
オ

ロ
ギ
イ
に
或
る
程
度
の
同
感
を
示
し
て
い
た
︒
そ
れ
も
龍
膽
寺
な
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ど
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
否
定
的
な
不
信
を
裏
づ
け
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
作
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
系

統
の
作
品
に
も
よ
き
理
解
を
示
す
時
評
家
な
ど
で
あ
り
得
た
の
だ

し
︑
一
体
に
よ
き
意
志
に
対
す
る
よ
き
理
解
と
評
価
と
は
見
失
わ

ぬ
作
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
者

自
身
は
︑
そ
う
い
う
も
の
を
自
分
の
道
と
は
絶
対
に
考
え
よ
う
と

し
な
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
云
う
と
︑
作
者
は
そ
の
半
ば
諦

観
的
な
人
生
解
釈
か
ら
︑
自
ら
末
期
人
を
以
て
居
る
ら
し
い
彼
自

身
の
宿
命
の
場
に
徹
し
て
︑
自
分
自
身
の
芸
術
境
を
守
ろ
う
と
す

る
態
度
に
︑
深
々
と
腰
を
据
え
て
し
ま
っ
た
と
云
え
る
の
で
は
な



65

い
か
︒
彼
の
佇
ん
で
い
る
場
に
於
て
美
し
く
楽
し
く
思
わ
れ
る
も

の
へ
の
︑
深
く
︑
時
に
は
か
な
り
執
拗
で
さ
え
あ
る
ほ
ど
の
観
照

が
︑
こ
う
し
て
作
者
の
も
の
と
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と

思
う
︒
た
だ
そ
れ
が
︑
そ
う
し
た
末
期
的
な
態
度
の
上
に
あ
っ
た

も
の
だ
け
に
︑
作
者
自
身
一
方
に
は
上
記
の
よ
う
な
清
純
さ
や
無

邪
気
な
一
途
さ
に
傾
倒
し
て
︑
そ
こ
か
ら
鏡
花
風
な
生
命
の
神
秘

を
称
え
よ
う
と
す
る
﹁
花
の
ワ
ル
ツ
﹂
そ
の
他
の
作
品
に
示
さ
れ

た
よ
う
な
傾
向
な
ど
に
も
進
み
な
が
ら
︑
と
も
す
れ
ば
頽
廃
的
な

世
界
の
美
し
さ
な
ど
に
興
味
を
向
け
よ
う
と
し
て
︑
そ
れ
だ
け
作

品
の
世
界
を
末
期
的
に
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
し
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ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
上
記
の
﹁
高
原
﹂
に
於
て
︑
洋
子
の
若
々

し
い
美
し
さ
に
心
ひ
か
れ
て
い
る
須
田
が
︑
結
局
は
混
血
娘
の
眩

く
よ
う
な
美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
︑
洋
子
な
ど
問
題
に
な
ら
な
く

な
る
ほ
ど
の
気
も
ち
に
陥
っ
て
行
く
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
も
︑

そ
う
い
う
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
材
料
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
︒
然
も
そ
の
二
つ
の
世
界
の
距
離
は
︑
作
者
に
と
っ
て
ど
う

に
も
な
ら
ぬ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
落
ち
こ
ん
で
行
っ
た
須
田
が
︑
そ
れ
か
ら
後
洋
子
と
の
関

係
を
ど
う
処
理
す
る
の
か
︑
作
品
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
︑
書
か
れ
た
範
囲
だ
け
か
ら
云
っ
て
︑
彼
の
気
も
ち
が
洋
子
か
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ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
否
定
す
べ
く
も
な
い
の

だ
と
思
う
が
︑
そ
う
思
う
と
︑
出
世
作
﹁
伊
豆
の
踊
子
﹂
や
﹁
淺

草
紅
團
﹂
か
ら
此
の
﹁
高
原
﹂
を
経
て
更
に
後
の
﹁
雪
國
﹂
に
到

る
此
の
作
者
の
主
要
な
作
品
の
多
く
が
︑
そ
う
い
う
点
で
は
完
全

に
相
似
た
構
成
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒﹁
伊
豆

の
踊
子
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
高
等
学
校
の
生
徒
も
︑
か
な
り
深
く

踊
子
に
接
近
し
て
行
っ
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
最
後
に
於
て
二
人

が
結
ば
れ
合
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒﹁
淺
草
紅
團
﹂
に
登

場
す
る
小
説
家
も
︑
紅
団
員
の
生
活
に
限
り
な
い
愛
情
を
示
し
て

い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
︑
彼
自
身
は
結
局
傍
観
者
以
上
に
は
出
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て
い
な
い
︒﹁
雪
國
﹂
の
島
村
に
到
っ
て
は
︑
女
主
人
公
駒
子
の

情
熱
に
と
け
こ
ま
ぬ
ば
か
り
か
︑
か
え
っ
て
彼
女
か
ら
身
を
引
こ

う
と
さ
え
し
て
い
る
︒
舌
な
め
ず
り
も
し
か
ね
ま
じ
い
ほ
ど
の
興

味
と
関
心
と
を
寄
せ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
対
象
の
世
界
に
は
ど
う

し
て
も
と
け
こ
ん
で
行
か
な
い
主
人
公
た
ち
の
く
り
か
え
し
な
の

で
あ
る
︒
そ
う
い
う
か
た
ち
は
︑﹁
童
謠
﹂
な
ど
の
よ
う
な
小
さ

く
軽
い
気
も
ち
の
作
品
に
も
︑
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒

若
い
芸
者
の
金
弥
に
相
当
の
関
心
を
寄
せ
な
が
ら
︑
結
局
は
彼
女

が
﹁
女
﹂
に
な
っ
て
行
く
か
た
ち
を
興
味
深
げ
に
眺
め
て
い
る
だ

け
で
︑
主
人
公
で
あ
る
絵
か
き
は
そ
の
眺
め
て
い
る
だ
け
の
場
所
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か
ら
一
向
に
動
い
て
出
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う

い
う
作
品
の
組
立
て
方
ば
か
り
を
多
く
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑

彼
自
身
の
住
む
と
こ
ろ
か
ら
︑
そ
う
し
て
積
極
的
に
生
き
る
人
々

の
住
む
と
こ
ろ
に
移
り
住
む
に
は
︑
ど
う
し
て
も
越
え
ら
れ
な
い

溝
が
あ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
痛
感
し
て
い
る
作
者
が
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
い
う
人
間
の
代
表
で
あ
る
須
田
や

島
村
を
︑﹁
い
や
な
奴
﹂
と
規
定
し
な
が
ら
︑
そ
の
﹁
い
や
な
﹂

も
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
作
者
で
も
あ
り
そ
う
な
こ
と

が
︑そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
む
ろ
ん
根
本
的
に
は
︑
作
者
が
上
記
の
須
田
の
よ
う
に
否
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定
的
な
人
生
を
知
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
が
︑

同
時
に
そ
の
否
定
的
条
件
が
対
象
の
側
に
も
か
ら
み
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
こ
と
は
︑
上
記
の
通
り
な
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
例
え
ば

須
出
を
し
て
︑﹁
自
分
は
流
れ
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
つ
た
の
に
︑

洋
子
た
ち
は
そ
の
流
れ
の
淺
瀬
の
上
を
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
行
く
﹂

と
い
う
よ
う
な
︑
皮
肉
ま
じ
り
の
溜
息
を
漏
ら
さ
せ
た
り
す
る
よ

う
な
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
ま
た
作
者
に
と
っ
て
の

一
つ
の
深
い
実
感
な
の
だ
と
思
わ
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
賞
で
愛
す
る
も
の
に
同
時
に
軽
蔑
や
時
に

は
反
撥
を
さ
え
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
作
者
が
︑
積
極
的
な
命
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を
生
き
る
彼
等
や
彼
女
た
ち
と
と
も
に
燃
上
る
主
人
公
を
造
型
し

得
な
い
必
然
も
︑
恐
ら
く
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
と
思
う
︒
作
者

に
そ
う
い
う
意
味
で
の
恋
愛
小
説
ら
し
い
も
の
が
な
か
っ
た
り
︑

人
間
を
は
な
れ
て
動
物
へ
の
愛
情
に
深
々
と
沈
湎
し
た
り
︑
お
ま

け
の
果
に
は
そ
の
動
物
よ
り
人
間
の
方
を
も
っ
と
冷
た
く
つ
き
放

し
た
﹁
禽
獸
﹂
の
よ
う
な
作
品
に
も
傾
い
た
り
せ
ず
に
は
い
ら
れ

ぬ
こ
と
に
な
っ
た
り
し
た
所
以
も
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
理
解

さ
れ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
ん
な
こ
と
よ
り
︑
作
者
が
︑
生
き
る
か
わ

り
に
見
て
い
る
よ
り
ほ
か
仕
方
の
な
い
人
で
あ
る
こ
と
が
︑
こ
う

見
て
来
れ
ば
恐
ら
く
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
或
る
意
味
で
は
新
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興
芸
術
派
的
な
も
の
で
あ
っ
た
︑
宿
命
の
場
に
意
識
的
に
徹
し
よ

う
と
す
る
態
度
と
︑
新
感
覚
派
的
な
美
的
観
照
の
抱
合
と
が
︑
そ

こ
に
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
す
べ
て
に
虚
無
と
徒
労

と
を
認
め
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
人
が
︑
そ
う
し
て
す
べ
て
を
徒
労
だ

と
思
い
な
が
ら
︑
そ
の
徒
労
な
生
の
美
し
さ
を
し
み
じ
み
と
噛
み

し
め
る

︱
そ
こ
に
唯
一
の
救
い
と
生
の
喜
び
と
を
見
出
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
総
じ
て
は
清
純
で
あ
る

作
者
の
世
界
に
︑
と
も
す
れ
ば
頽
廃
が
影
さ
そ
う
と
し
て
い
る
の

も
︑
蓋
し
当
然
な
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

と
云
っ
て
も
︑
此
の
作
者
が
そ
う
し
た
観
照
主
義
的
な
態
度
に
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於
て
澄
み
き
っ
た
の
は
︑
そ
う
早
い
頃
か
ら
の
こ
と
で
は
な
か
っ

た
︒
め
で
た
く
愛
す
べ
き
も
の
に
も
数
多
く
の
否
定
的
条
件
が
か

ら
み
つ
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ほ
ど
の
作
者
で
あ
る
だ
け

に
︑
そ
の
初
期
時
代
の
作
品
に
は
︑
時
に
は
か
え
っ
て
暴
露
的
な

効
果
に
つ
ら
な
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
作
品
さ
え
な
い
こ
と
は
な
か

っ
た
と
思
う
︒
そ
う
い
う
作
者
の
気
も
ち
が
澄
ん
で
︑
た
だ
一
筋

の
美
的
な
観
照
に
醇
化
さ
れ
た
の
は
︑
新
心
理
主
義
の
時
代
か
ら

更
に
後
の
﹁
禽
獸
﹂
な
ど
を
経
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ

こ
に
や
は
り
新
心
理
主
義
時
代
の
写
実
主
義
意
欲
の
昂
揚
に
つ
ら

な
る
も
の
が
︑考
え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑
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と
に
か
く
此
の
作
者
の
新
心
理
主
義
系
統
の
代
表
作
と
見
ら
れ
る

﹁
む
す
め
ご
こ
ろ
﹂
と
か
﹁
散
り
ぬ
る
を
﹂
と
か
い
う
作
品
は
︑

同
時
に
そ
の
観
照
的
な
把
握
の
澄
明
さ
と
微
妙
さ
と
を
際
立
っ
て

感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
頃
の
作
品
だ
っ
た
︒
無
邪
気
な

対
手
へ
の
信
頼
故
に
︑
二
人
も
の
女
が
次
々
と
殺
さ
れ
な
が
ら
︑

殺
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
そ
の
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
ず

に
い
た
と
か
︑
そ
う
い
う
殺
人
を
犯
し
た
男
の
半
ば
無
意
識
的
な

捕
捉
し
が
た
い
心
理
と
か
い
う
も
の
を
︑
出
来
る
だ
け
異
常
な
刺

戟
強
さ
な
ど
に
は
近
づ
け
ぬ
よ
う
に
︑
極
め
て
常
識
的
な
心
理
世

界
の
出
来
事
と
し
て
︑
出
来
る
だ
け
妥
当
な
か
た
ち
に
究
め
つ
く
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そ
う
と
し
て
い
る
﹁
散
り
ぬ
る
を
﹂
な
ど
︑
そ
う
い
う
特
殊
で
然

も
不
凡
な
世
界
の
提
示
と
し
て
面
白
く
思
わ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ

う
い
う
見
方
に
出
来
る
だ
け
の
微
妙
さ
と
確
さ
と
を
持
と
う
と
す

る
作
者
の
努
力
に
︑
力
い
っ
ぱ
い
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
ほ
ど
の
異
常
な
こ
と
が
然
も
平
凡
に
起

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

︱
そ
う
い
う
現
象
の
根
本
の
理
由
は
︑

主
人
公
の
孤
独
感
と
か
寂
寥
と
か
い
う
こ
と
だ
け
で
比
較
的
か
ん

た
ん
に
片
づ
け
て
し
ま
っ
て
︑
そ
れ
以
上
の
ひ
ろ
が
り
は
持
た
せ

よ
う
と
し
て
い
な
い
た
め
に
︑
殺
人
中
か
ら
殺
人
後
の
主
人
公
の

心
理
に
も
︑
そ
う
い
う
思
い
が
け
な
い
犯
罪
に
う
か
う
か
と
落
し
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こ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
重
苦
し
い
嘆
き
と
か
怖
れ
と
か
︑

そ
れ
に
伴
う
反
省
的
な
苦
悩
と
か
い
う
も
の
は
全
然
書
き
こ
ま
れ

ぬ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
の
ん
き
で
意
外
で
罪
の
な
い

そ
の
癖
恐
ろ
し
い
犯
罪
で
あ
る
だ
け
に
︑
そ
う
い
う
こ
と
の
起
っ

た
背
後
に
は
か
え
っ
て
罪
深
く
怖
ろ
し
い
事
実
が
横
た
わ
っ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
は
︑
作
者
は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
な
の
で
あ

る
︒
現
象
の
面
白
さ
や
意
外
さ
の
究
明
に
熱
心
で
あ
る
だ
け
で
︑

そ
れ
を
そ
の
背
後
的
な
も
の
と
の
相
関
々
係
に
於
て
把
握
し
よ
う

と
す
る
︑
阿
部
の
い
わ
ゆ
る
主
知
的
探
究
の
意
図
す
る
も
の
な
ど

と
は
ち
が
っ
た
︑
た
だ
も
っ
ぱ
ら
現
象
的
に
の
み
眺
め
つ
く
そ
う
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と
す
る
だ
け
の
態
度
が
︑
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
︒

そ
う
い
う
作
者
の
態
度
が
︑﹁
む
す
め
ご
こ
ろ
﹂
の
場
合
に
も
︑

相
愛
の
従
兄
を
友
人
に
譲
っ
た
女
主
入
公
の
心
理
は
犀
利
に
掬
い

上
げ
て
も
︑
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
の
か
に
つ
い
て
の
︑
十
分
に
つ
っ
こ
ん
だ
解
答
は
添
え
ら
れ
て

居
ら
ず
︑
従
っ
て
そ
う
い
う
心
理
を
必
至
と
し
た
背
後
的
条
件
の

暗
い
裏
打
は
︑
そ
こ
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
切
取
ら
れ
た
一
こ
ま
一
こ
ま
の
現
象

を
︑
そ
の
範
囲
内
で
の
面
白
さ
や
美
し
さ
に
於
て
眺
め
つ
く
そ
う

と
す
る
の
が
作
者
の
態
度
な
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
そ
の
探
求
は
︑
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細
緻
で
あ
り
微
妙
で
あ
り
時
に
は
極
め
て
機
智
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
わ
り
に
︑
重
苦
し
い
人
生
的
意
義
か
ら
は
切
り
は

な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
此
の

作
者
の
新
心
理
主
義
を
︑
一
面
そ
の
系
統
内
部
の
も
の
と
し
て
も

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
︑
デ
リ
ケ
ー
ト
で
複
雑
な
把
握
を

持
つ
も
の
と
し
て
居
り
な
が
ら
︑
と
も
す
れ
ば
単
純
な
興
味
的
追

求
だ
け
の
範
囲
に
︑
止
ま
る
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
細
君
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
派
手
な
恋
も
あ
り
得
た
の
だ
と
い

う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
事
実
を
た
だ
そ
う
い
う
逆
説
的
な
か
た
ち

に
於
け
る
興
昧
に
於
て
の
み
眺
め
て
い
た
︒
そ
う
い
う
初
期
時
代
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以
来
の
態
度
へ
の
徹
底
が
あ
る
だ
け
だ
と
前
に
書
い
て
来
た
所
以

だ
が
︑
そ
れ
が
そ
う
し
た
意
味
で
の
徹
底
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
小

林
秀
雄
の
い
わ
ゆ
る
﹁
が
ら
ん
洞
﹂
の
観
照
主
義
が
︑
此
の
こ
ろ

か
ら
い
よ
い
よ
身
に
つ
き
は
じ
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
生
命
感
と
か
感
覚
的
触
発
と
か
心
理
の
ア
ラ
ベ
ス

ク
と
か
い
う
工
合
に
︑
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
に
多
少
の
変
遷
は
あ

っ
て
も
︑
そ
う
い
う
意
味
で
は
此
の
作
者
の
態
度
は
初
期
新
感
覚

派
の
時
代
以
来
少
し
も
変
ら
ぬ
の
で
あ
り
︑
そ
の
変
ら
ぬ
態
度
が

此
の
こ
ろ
ま
で
来
て
い
よ
い
よ
身
に
つ
き
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
う
い
う
作
者
が
︑
そ
こ
か
ら
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更
に
一
歩
を
進
め
て
︑
無
理
に
も
冷
た
い
目
を
と
ぎ
す
ま
し
て
見

よ
う
と
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
み
た

︱
と
作
者
自
身
も
云

っ
て
い
る
﹁
禽
獸
﹂
な
ど
を
経
て
︑
い
よ
い
よ
冴
え
き
っ
た
観
照

的
態
度
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は

結
局
此
の
人
生
に
於
け
る
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
相
渉
る
こ
と
は

避
け
て
︑現
象
的
な
範
囲
で
だ
け
の
美
し
さ
や
微
妙
な
複
雑
さ
を
︑

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
噛
み
し
め
よ
う
と
す
る
よ
う
な
︑
そ
の
意

味
で
高
踏
的
な
態
度
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
が
︑
既
に
見

て
来
た
通
り
︑
現
象
を
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
を
規
制
し
て
い

る
も
の
と
の
関
係
に
於
て
吟
味
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
︑
此
の
近
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代
派
の
内
部
に
は
終
に
ほ
ん
と
に
は
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
︑
こ
う
し
た
態
度
に
徹
到
し
て
行
っ
た
此
の
作
者
の

世
界
に
︑
結
局
は
此
の
近
代
派
と
し
て
の
一
つ
の
結
論
的
な
境
地

が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
場
所
に
立
つ
人
と
し
て
の
此
の
作
者
の
力
量
に
は
︑
し

ば
し
ば
﹁
一
流
﹂
を
以
て
云
わ
れ
る
ほ
ど
の
卓
越
が
あ
る
の
だ
し
︑

か
た
が
た
此
の
作
者
が
︑
此
の
系
統
と
し
て
の
行
き
着
く
と
こ
ろ

ま
で
行
き
着
い
て
見
せ
た
︑
そ
う
い
う
意
味
で
の
代
表
作
家
と
し

て
︑
一
般
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
新
感
覚
派
以
後
の
近
代
派
内
部
に
於
け
る
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揺
蕩
が
︑
そ
の
揺
蕩
に
伴
う
べ
き
発
展
的
な
成
熟
は
欠
い
て
︑
そ

の
出
発
点
に
於
て
示
し
た
も
の
か
ら
そ
う
さ
き
に
は
出
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
は
っ
き
り
と
断
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
近
代
派
は
結
局
そ
の
脊
負
わ
さ
れ
た

宿
命
を
破
り
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
川
端
は
そ
の
破
り
き
れ

ぬ
宿
命
に
直
下
に
徹
底
し
て
見
せ
た
よ
う
な
作
家
だ
っ
た
と
も
云

え
る
の
で
あ
る
︒
進
歩
性
は
な
く
て
も
︑
そ
の
迷
う
と
こ
ろ
の
な

い
徹
底
ぶ
り
に
此
の
作
者
に
於
け
る
一
つ
の
卓
越
が
認
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
は
︑
云
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
作
者
自

身
の
好
み
の
表
現
に
即
し
て
云
え
ば
︑
徒
労
な
生
の
哀
し
い
美
し



83

さ
を
み
ご
と
に
造
型
し
た
﹁
雪
國
﹂
な
ど
︑
こ
の
系
統
の
代
表
的

傑
作
た
る
に
そ
む
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
︒

が
︑
そ
れ
よ
り
︑
そ
れ
が
そ
う
し
て
云
わ
ば
破
り
き
れ
な
か
っ

た
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
そ
う
し
た
観
照
主
義

や
低
徊
趣
味
的
傾
向
が
︑
単
に
此
の
作
者
一
人
の
も
の
で
あ
っ
た

の
で
な
く
︑
他
に
も
相
似
た
方
向
に
進
ん
で
い
る
人
が
多
か
っ
た

こ
と
は
︑
今
ま
で
の
記
述
が
も
う
十
分
に
示
し
得
て
い
よ
う
と
思

う
︒
第
一
︑
新
感
覚
派
と
し
て
の
発
足
以
来
︑
さ
ま
ざ
ま
な
領
域

に
そ
の
新
し
い
進
路
を
求
め
て
彷
徨
を
つ
づ
け
て
い
た
横
光
利
一

な
ど
で
も
︑
既
に
見
て
来
た
通
り
︑
新
心
理
主
義
時
代
の
後
︑
阿
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部
な
ど
も
そ
こ
に
ま
き
こ
ま
れ
て
行
っ
た
行
動
主
義
の
潮
流
の
中

で
︑﹁
紋
章
﹂
の
よ
う
な
作
品
を
示
し
た
そ
の
後
で
は
︑
さ
ら
に

ま
た
一
転
歩
し
た
﹁
旅
愁
﹂
な
ど
で
︑
少
く
と
も
此
の
観
照
主
義

的
態
度
へ
の
著
し
い
接
近
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
︑
混
乱
と
晦
渋
と
を
極
め
た
論
理
を
以
て
︑
そ
う
し
た
態

度
の
高
さ
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
と
と
も
に
︑
そ
う
し
た
境
地
に

入
る
た
め
の
意
志
的
鍛
練
や
い
わ
ゆ
る
俗
情
の
抑
制

︱
即
ち
感

情
の
断
滅

︱
を
︑
一
種
の
モ
ラ
ル
と
し
て
説
こ
う
と
す
る
も
の

に
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
︑
そ
う
し
た
沸
騰
的
な
論
議
の
域
を
脱

け
出
た
と
こ
ろ
に
所
期
さ
れ
る
も
の
は
︑
結
局
川
端
風
の
観
照
主
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義
的
境
地
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
︒
そ
う
思
う
と
︑
此
の
近
代
派
と
し
て
の
そ
れ
こ
そ
代
表
的
な

二
人
の
作
家
が
︑
一
応
は
極
め
て
異
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
と
動

き
方
と
を
示
し
な
が
ら
︑
結
局
は
相
似
た
過
程
を
経
て
︑
そ
う
し

て
同
じ
結
論
に
入
り
か
け
た
の
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
と
と
も

に
︑
既
に
見
て
来
た
小
林
秀
雄
の
結
論
な
ど
も
︑
ま
た
結
局
は
こ

れ
に
近
似
し
た
道
筋
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
て
︑
そ

れ
が
此
の
近
代
派
と
し
て
の
半
ば
必
然
的
な
結
論
的
到
逹
所
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
い
よ
い
よ
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
は
そ
う
し
て
単
な
る
近
代
派
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文
学
伝
統
内
部
の
結
論
で
あ
っ
た
以
上
に
︑
此
派
の
歴
史
が
一
応

は
終
っ
た
後
に
出
た
も
の
と
思
わ
れ
た
︑
例
の
生
き
る
力
へ
の
傾

情
や
能
動
主
義
へ
の
関
心
を
さ
え
と
か
し
こ
ん
で
︑
そ
こ
に
日
本

浪
漫
派
の
︑
殊
に
保
田
與
重
郎
な
ど
を
中
心
と
し
て
強
く
提
唱
さ

れ
た
︑
中
世
日
本
的
な
る
も
の

︱
感
情
断
滅
の
主
体
的
鍛
練
と

そ
う
し
て
鍛
練
さ
れ
た
精
神
の
一
種
の
強
靱
さ
を
︑﹁
日
本
的
な

る
も
の
﹂
と
い
う
称
呼
の
下
に
鑚
仰
し
た
︑
あ
の
時
代
的
な
気
流

と
も
結
び
つ
く
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
時
代
の

文
学
の
一
つ
の
流
れ
が
︑
単
な
る
策
励
を
の
み
生
き
る
盲
目
的
な

力
と
し
て
︑
そ
の
強
さ
逞
し
さ
を
そ
の
頃
の
政
治
か
ら
巧
に
利
用
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さ
れ
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
並
行
し
て
︑
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
﹁
言
挙
げ
せ
ぬ
﹂
行
動
力
の
逞
し
さ
と
名
づ
け
ら
れ

て
︑
一
さ
い
の
批
判
と
立
言
と
を
阻
む
力
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
︑
恐
ら
く
誰
し
も
の
記
憶
に
新
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
そ

こ
ま
で
来
て
︑
そ
う
い
う
風
尚
が
時
代
を
支
配
す
る
一
つ
の
圧
力

的
な
も
の
と
な
る
ほ
ど
︑
強
化
さ
れ
一
般
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
が
︑
近
代
派
の
人
々

︱
少
く
と
も
そ
の
中
の
主

要
な
人
々
の
多
く
が
︑
そ
う
い
う
風
尚
の
中
に
と
け
こ
ん
で
︑
こ

れ
を
強
力
に
支
え
る
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
ん
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
旅
愁
﹂
や
﹁
雪
國
﹂
ば
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か
り
で
は
な
い
︑
そ
の
頃
の
横
光
は
︑
義
理
人
情
の
あ
り
が
た
さ

を
口
に
し
た
り
︑
川
端
に
は
ま
た
﹁
戸
隱
の
巫
女
﹂
の
よ
う
な
︑

明
か
に
い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
も
の
の
美
し
さ
を
ね
ら
お
う
と
し
た

よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
時
代
の

気
流
が
あ
っ
た
︒
が
︑
そ
う
い
う
気
流
の
正
体
を
見
究
め
る
べ
き

主
知
的
精
神
の
確
立
が
な
か
っ
た
ば
か
り
に
︑
此
の
新
現
実
主
義

末
期
の
心
境
主
義
や
主
情
的
写
実
へ
の
反
逆
か
ら
出
発
し
て
︑
一

応
は
主
知
的
な
傾
向
を
追
お
う
と
し
た
近
代
派
の
歴
史
が
︑
こ
う

し
て
そ
の
気
流
に
ま
き
こ
ま
れ
て
︑
そ
れ
故
に
そ
の
時
代
に
存
在

す
る
一
さ
い
の
問
題
を
見
る
目
を
︑
自
ら
ふ
さ
い
で
し
ま
お
う
と
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す
る
よ
う
な
傾
向
に
と
つ
ら
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を

思
え
ば
︑
一
面
そ
れ
を
必
至
と
し
た
そ
の
道
程
に
︑
き
び
し
い
批

判
と
反
省
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
︒
そ
う
い
う
道
程
を
経
て
到
達
さ
れ
た
場
所
に
︑
例
え
ば
ど
ん

な
に
美
し
い
作
品
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
近
代
派
と
し
て

の
あ
る
べ
く
正
し
い
み
の
り
で
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
当
然
に
考
え

、
、
、

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
う
云
っ
て
も
此
の
時
代
が
︑
あ
れ
ほ
ど
の
積
極
的
な

情
熱
と
明
る
い
肯
定
観
と
の
上
に
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を

も
︑
ほ
と
ん
ど
完
全
に
圧
倒
し
つ
く
し
て
︑
従
っ
て
そ
の
系
統
か
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ら
も
︑
例
え
ば
島
木
健
作
の
﹁
癩
﹂
そ
の
他
の
﹁
獄
物
﹂
な
ど
に

示
さ
れ
た
よ
う
な
︑
い
わ
ゆ
る
坊
主
々
義
に
も
近
よ
り
か
ね
ぬ
ほ

ど
の
絶
望
的
な
否
定
観
に
傾
い
た
も
の
や
︑﹁
悪
時
代
の
風
俗
図
﹂

と
云
わ
れ
た
武
田
麟
太
郎
の
﹁
銀
座
八
丁
﹂
の
よ
う
な
︑
一
さ
い

の
明
る
い
見
通
し
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
真
っ
暗
な
作
品
な
ど
を
︑

そ
の
代
表
作
と
し
て
産
み
出
さ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
ほ
ど
に
ま

で
︑
窒
息
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
此
の
近
代
派
系
統
の
文

学
が
︑
そ
う
し
た
主
体
的
鍛
練
や
冷
た
い
観
照
主
義
的
態
度
に
落

ち
こ
ん
で
行
っ
た
こ
と
の
中
に
も
︑
そ
う
し
た
時
代
の
必
然
に
即

し
た
一
つ
の
心
搆
え
の
︑
醇
化
と
そ
れ
故
の
美
し
い
晶
華
と
が
認
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め
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
な
の
だ
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
此

派
が
︑
そ
の
出
発
以
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
彷
徨
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

結
局
は
そ
う
し
た
受
身
な
態
度
を
脱
却
し
き
れ
ず
︑
結
果
と
し
て

結
論
的
に
は
云
わ
ば
前
近
代
的
な
超
越
主
義
的
態
度
に
到
達
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
︑
従
っ
て
問
題
の
多
く
が
こ
こ
ま
で
来
て
も
新
感

覚
派
の
時
代
以
来
さ
し
た
る
展
開
を
示
し
き
ら
ず
に
残
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
に
︑
限
り
な
い
佗
し
さ
が
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒彼
等
の
道
を
正
し
く
歩
み
き
る
た
め
に
は
︑

川
端
が
そ
れ
を
完
全
に
投
げ
す
て
て
し
ま
っ
た
の
な
ど
と
は
反
対

に
︑人
生
的
な
諸
事
実
に
自
ら
責
任
を
負
う
主
体
意
識
の
確
立
が
︑
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ま
ず
何
よ
り
も
た
い
せ
つ
な
の
だ
と
思
う
が
︑
そ
れ
が
当
時
の
政

治
情
勢
で
は
完
全
に
は
ば
ま
れ
て
居
り
︑
そ
の
は
ば
ま
れ
て
い
る

事
実
を
探
る
べ
き
科
学
的
探
求
の
方
法
が
一
応
は
意
図
さ
れ
な
が

ら
育
ち
き
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
こ
に
積
極
的
な
道
の
打
開

が
あ
り
得
る
は
ず
も
な
か
っ
た
わ
け
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
方

法
の
確
立
に
よ
っ
て
人
間
一
般
の
生
き
る
べ
き
道
と
基
準
が
正
し

く
発
見
さ
れ
た
上
で
︑
そ
れ
と
堀
の
提
示
し
た
個
性
的
な
生
き
方

と
の
止
揚
と
が
正
し
く
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
た
時
︑
は
じ

め
て
近
代
派
文
学
伝
統
の
渾
熱
的
達
成
は
あ
り
得
る
の
だ
思
う

し
︑
そ
れ
が
正
し
く
成
就
さ
れ
れ
ば
︑
横
光
が
後
の
﹁
純
粹
小
説
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論
﹂
な
ど
で
意
図
し
た
︑
純
文
学
の
大
衆
性
獲
得
な
ど
と
い
う
こ

と
も
︑
同
時
に
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
が
菊
池
寛
か
ら

流
れ
出
た
此
派
ら
し
い
一
つ
の
達
成
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
が
︑
そ
れ
ら
は
結
局
近
代
派
と
し
て
は
わ
ず
か
に
の
ぞ
い
て

見
た
程
度
の
も
の
で
︑
従
っ
て
そ
れ
を
も
ま
た
遠
く
今
日
ま
で
残

さ
れ
た
仕
事
と
し
て
し
ま
う
よ
り
ほ
か
仕
方
の
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
純
粹
小
説
論
﹂
の
具
体
提
示
で
あ
っ

た
﹁
紋
章
﹂
の
道
が
︑
そ
の
後
正
し
く
発
展
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
︑

恐
ら
く
誰
思
う
ま
い
と
思
う
︒
つ
ま
り
そ
の
道
か
ら
も
彼
等
の
結

論
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
思
う
と
︑
一
見
ず
い
ぶ
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ん
華
や
か
に
も
見
え
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
結
局
は
そ
の
派
ら

し
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
み
の
り
は
少
い
︑
近
代
派
の
歴
史
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
思
う
︒自
ら﹁
末

期
の
眼
﹂
を
云
っ
た
川
端
ば
か
り
で
な
く
︑
横
光
も
ま
た
ま
だ
若

か
っ
た
時
代
に
︑
小
さ
な
同
人
雑
誌
を
計
劃
し
て
︑
そ
れ
に
し
き

に
﹁
末
人
﹂
と
い
う
表
題
を
つ
け
た
が
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た

が
︑
そ
う
し
て
自
ら
と
も
す
れ
ば
末
期
の
人
間
と
感
じ
た
が
っ
た

人
々
の
絶
望
的
な
意
識
や
︑
そ
れ
と
並
行
的
な
主
体
意
識
の
稀
薄

さ
︑
新
し
い
方
法

︱
目
や
情
感
の
未
成
熟
さ
な
ど
を
く
り
か
え

し
考
え
る
と
︑
此
の
系
統
の
人
々
一
般
が
︑
旧
い
と
云
わ
れ
た
新
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人
生
派
の
嘉
村
な
ど
と
も
︑
決
し
て
異
邦
の
人
間
で
は
な
か
っ
た

こ
と
さ
え
︑
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
彼
が
︑

例
の
半
産
自
然
主
義
の
遺
し
た
近
代
日
本
文
学
の
宿
命
を
︑
終
に

正
し
く
は
超
克
し
き
れ
な
か
っ
た
の
と
も
相
似
て
︑
近
代
派
一
般

も
ま
た
そ
の
遺
さ
れ
た
宿
命
を
破
り
き
れ
な
か
っ
た
と
さ
え
云
え

そ
う
な
の
で
あ
る
︒
新
感
覚
派
の
発
足
以
来
十
幾
年
か
の
揺
蕩
を

経
て
︑
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
の
新
し
い
傾
向

︱
文
学
の
特
質

︱

は
生
れ
さ
せ
な
が
ら
︑
文
壇
の
第
一
線
は
︑
と
も
す
れ
ば
藤
村
荷

風
潤
一
郎
白
鳥
秋
聲
等
の
老
大
家
に
占
め
ら
れ
て
い
る
か
た
ち
を

示
し
て
︑
近
代
派
系
統
の
人
々
は
︑
そ
の
中
で
の
卓
越
を
思
わ
せ
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る
人
々
で
も
︑
と
か
く
フ
ィ
ー
ブ
ル
で
巾
の
足
り
な
い
感
じ
に
つ

き
ま
と
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
も
︑
決
し
て
偶
然
で
は

な
い
わ
け
な
の
だ
と
思
う
︒
作
品
の
形
式
的
方
面
に
は
若
干
の
革

新
的
成
果
を
齎
ら
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
新
し
く
積
極
的
な
生
の

皷
舞
に
つ
ら
な
る
よ
う
な
も
の
は
終
に
十
分
に
は
打
樹
て
き
ら
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
必
至
と
す
る
も
の

が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
︒︵
二
十
一
年
十
一
月
︱
二
十
二
年

三
月
﹁
中
等
教
育
﹂︶
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