




出
発
点
に
お
け
る
二
作

︱
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
と
﹃
漾
虚
集
﹄
︱
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創
作
家
と
し
て
の
夏
目
漱
石
の
出
発
は
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄

と
﹃
漾
虚
集
﹄
と
に
あ
っ
た
︒

﹃
猫
﹄
は
︑
明
治
三
十
八
年
の
一
月
か
ら
翌
三
十
九
年
の
八
月
ま

で
︑
十
回
に
わ
た
っ
て
﹁
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
﹂
に
分
載
さ
れ
た
︒
三
十

九
年
一
月
号
に
同
時
に
載
せ
ら
れ
た
七
・
八
両
節
ま
で
が
︑
三
十

七
年
末
か
ら
翌
八
年
に
か
け
て
の
執
筆
に
な
り
︑
九
節
以
後
が
三

十
九
年
に
入
っ
て
か
ら
の
執
筆
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
一
方
の
﹃
漾
虚
集
﹄
に
は
﹃
猫
﹄
の
最
初
の
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部
分
と
同
じ
く
明
治
三
十
八
年
の
一
月
に
発
表
さ
れ
た﹃
倫
敦
塔
﹄

以
下
︑﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄︵
同
年

一
月

︶﹃
幻
影
の
盾
﹄︵
同
年

四
月

︶﹃
琴

の
そ
ら
音
﹄︵
同
年

五
月

︶﹃
一
夜
﹄︵
同
年

八
月

︶﹃
薤
露
行
﹄︵
同
年
十

一
月

︶
﹃
趣
味

の
遺
伝
﹄︵
三
十
九

年
一
月

︶
等
の
短
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
猫
﹄
と
並

行
的
に
書
か
れ
た
作
品
と
し
て
は
︑
な
お
別
に
三
十
九
年
四
月
の

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
が
あ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
作
に
つ
い
て
は
こ
こ

で
は
特
別
に
は
触
れ
な
い
︒

と
に
か
く
こ
う
し
て
﹃
猫
﹄
や
﹃
漾
虚
集
﹄
中
の
諸
作
が
書
か

れ
た
明
治
三
十
七
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
と
い
う
時
期
は
︑

わ
が
国
の
歴
史
に
と
っ
て
も
文
学
史
的
に
も
︑
極
め
て
重
大
な
転
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換
期
に
な
っ
て
い
た
︒
日
露
戦
争
中
に
飛
躍
的
な
発
展
を
と
げ
た

資
本
主
義
が
︑
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
再
整
備
を
経
て
︑
三
十
九
年
に

は
金
融
資
本
主
義
時
代
へ
の
基
礎
が
固
め
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
︒

そ
う
い
う
社
会
的
変
革
に
対
応
し
て
︑
文
学
史
的
に
も
三
十
九
年

に
は
新
し
い
気
運
の
積
極
主
義
化
が
あ
ら
わ
れ
︑
そ
の
気
運
の
中

か
ら
島
崎
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄
の
よ
う
な
作
品
も
生
れ
て
来
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
普
通
わ
が
国
に
お
け
る
自
然
主
義

の
確
立
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
恐
ら
く
誰
で
も
知

っ
て
い
よ
う
︒
三
十
七
年
田
山
花
袋
の
﹃
露
骨
な
る
描
写
﹄︑
三

十
八
年
國
木
田
獨
歩
の
﹃
獨
歩
集
﹄
刊
行
な
ど
を
経
て
︑
三
十
九
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年
に
は
﹃
破
戒
﹄
の
ほ
か
長
谷
川
天
渓
の
﹃
幻
滅
時
代
の
芸
術
﹄

な
ど
も
出
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑
少
く
と
も
こ
の
期
を
自

然
主
義
の
用
意
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
見
る
こ
と
に
異
論
は
あ

り
得
な
い
︒

が
︑
そ
の
よ
う
な
時
代
の
気
運
が
そ
の
尖
端
に
﹃
破
戒
﹄
の
よ

う
な
性
質
の
作
品
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
中
に
は
︑
か
な

り
微
妙
な
契
機
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
は

む
ろ
ん
浪
漫
主
義
思
潮
行
悩
み
の
問
題
が
あ
っ
た
︒
二
十
年
代
末

葉
か
ら
三
十
年
代
初
葉
に
か
け
て
相
当
の
高
揚
を
示
し
た
浪
漫
主

義
思
潮
は
︑
特
殊
な
国
情
故
の
梗
塞
か
ら
︑
そ
れ
の
ま
だ
醇
化
し
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き
れ
ぬ
三
十
四
五
年
頃
を
絶
頂
と
し
て
︑
早
く
も
疑
惑
と
低
迷
へ

の
傾
き
を
示
し
つ
つ
あ
っ
た
︑
そ
れ
を
日
露
戦
争
と
転
換
期
的
な

悩
み
と
を
背
負
っ
た
時
代
の
重
苦
し
い
社
会
状
勢
が
よ
け
い
に
強

化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
逆
に
そ
う
し
た
戦
争
時
代
の
気
運

に
乗
っ
た
か
た
ち
で
刊
行
さ
れ
た
︑
岡
倉
天
心
の
﹃
日
本
の
覚
醒
﹄

︵
三
十
七
年

十
一
月

︶
の
よ
う
な
も
の
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
頃
か
ら
後
の
浪

漫
主
義
思
潮
が
︑
総
じ
て
は
自
我
の
後
退
を
反
映
す
る
象
徴
主
義

と
︑い
わ
ゆ
る
頽
唐
的
傾
向
と
に
傾
い
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
︑

そ
れ
を
裏
側
か
ら
語
っ
て
い
た
事
実
に
な
ろ
う
︒
と
同
時
に
︑
そ

こ
に
は
ま
た
︑
木
下
尚
江
の
﹃
火
の
柱
﹄︵
三
十

七
年

︶
や
﹃
良
人
の
自
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白
﹄︵
同上

︶
な
ど
を
最
も
著
し
い
露
頭
と
し
た
︑
社
会
主
義
思
潮

の
或
る
程
度
の
浸
潤
と
︑
そ
れ
と
並
行
し
た
社
会
問
題
探
究
意
欲

の
強
化
が
認
め
ら
れ
た
︒
そ
の
二
つ

︱
疑
惑
か
ら
来
た
諦
視
へ

の
要
求
と
社
会
問
題
探
究
の
意
図
と
が
︑
い
う
と
こ
ろ
の
自
然
主

義
的
写
実
主
義
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
い
う
ま
で

も
な
い
︒
そ
れ
は
そ
う
い
う
気
運
の
中
か
ら
出
て
来
た
﹃
破
戒
﹄

の
性
格
が
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
だ

が
︑
そ
こ
で
な
お
も
一
つ
注
意
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
︑

そ
う
し
た
二
つ
の
契
機
の
上
に
成
立
っ
た
﹃
破
戒
﹄
が
︑
結
局
は

主
人
公
丑
松
の
個
人
的
解
放
を
意
図
し
て
︑
彼
の
テ
キ
サ
ス
行
き
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と
い
う
極
め
て
浪
漫
的
な
運
び
を
結
論
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な

も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
社
会
主
義
思
想
や

階
級
的
な
物
の
見
方
の
或
る
程
度
の
浸
潤
が
あ
り
︑
そ
れ
に
つ
れ

て
知
識
人
の
階
級
的
分
化
が
幾
ら
か
ず
つ
現
象
し
つ
つ
あ
っ
た
の

は
事
実
で
も
︑
そ
れ
が
ま
だ
﹃
破
戒
﹄
に
取
扱
わ
れ
た
よ
う
な
題

材
と
正
面
か
ら
取
組
ん
で
い
た
作
家
を
さ
え
十
分
そ
の
方
に
ひ
き

つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
ほ
ど
︑
弱
い
程
度
の
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
こ
と
と
︑
従
っ
て
そ
の
時
代
の
低
迷
や
蕩
揺
を
経
て
来

た
か
つ
て
の
浪
漫
主
義
者
藤
村
の
再
出
発
が
︑
別
段
に
新
し
い
思

想
的
立
場
を
獲
得
し
て
来
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
て
︑し
か
も
︑



12

社
会
主
義
思
想
の
浸
潤
が
少
な
か
っ
た
上
に
市
民
社
会
さ
え
ま
だ

確
立
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
け
に
︑
そ
れ
が
或
る
程
度
進
歩
的

な
立
場
で
あ
り
得
た
こ
と
と
を
︑
考
え
さ
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
の
で

あ
る
︒
と
同
時
に
︑
そ
う
し
て
そ
の
思
想
的
立
場
に
お
い
て
別
段

新
し
い
も
の
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

︱
つ
ま
り
別

段
の
主
体
的
革
新
が
あ
っ
た
の
で
も
な
か
っ
た
藤
村
が
︑
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
数
年
来
の
低
迷
を
蹴
っ
て
積
極
的
な
態
度
に
移
っ

て
来
た
こ
と
に
は
︑
再
整
備
を
経
た
資
本
主
義
が
新
し
い
発
展
段

階
に
入
っ
た

︱
そ
れ
だ
け
の
安
定
と
明
る
い
見
通
し
と
を
持
っ

た
で
あ
ろ
う
社
会
の
表
層
的
気
運
と
︑
或
る
程
度
呼
応
す
る
も
の
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が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
︑
自
然
と
感
じ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い

の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
そ
の
年
に
著
し
い
気
分
の
積
極
化
を

示
し
た
の
が
一
人
藤
村
だ
け
の
こ
と
で
な
く
︑
当
面
の
対
象
た
る

夏
目
漱
石
な
ど
で
も
︑
そ
の
年
に
入
っ
て
の
作
品
で
あ
る
﹃
坊
つ

ち
や
ん
﹄
そ
の
他
で
︑
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
格
段
に
明
る
く
積
極

的
な
も
の
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
や
︑
そ
う

い
う
漱
石
の
作
品
や
獨
歩
の
諸
作
を
﹃
破
戒
﹄
と
一
括
し
て
︑
そ

こ
に
新
し
い
浪
漫
主
義
の
擡
頭
を
期
待
し
た
人
さ
え
︑
当
時
の
評

家
の
中
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
︑
証
明
さ

れ
そ
う
な
こ
と
に
思
う
︒
そ
う
思
う
と
﹃
破
戒
﹄
の
成
立
に
象
徴
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さ
れ
る
当
時
の
新
文
学
潮
流
の
積
極
主
義
化
︑
な
い
し
自
然
主
義

文
学
の
確
立
は
︑
金
融
資
本
主
義
の
成
立
に
由
来
す
る
社
会
状
勢

の
転
換
と
︑
そ
れ
と
も
知
ら
ず
に
手
を
つ
な
ぎ
合
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
資
本
主
義
近
代
の
一
応
の
発
展
期
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
︑
こ
れ
は
極
め
て
当
然
の
現
象
で
あ
っ

た
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
︑
反
面
そ
れ
が
単
な
る
発
展
期
で
は
な
い

質
的
転
換
期
で
あ
っ
た
点
か
ら
い
え
ば
︑
こ
の
並
行
に
は
或
る
矛

盾
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
う
い
う
こ
と
に
は
全
然

気
づ
い
て
も
い
な
か
っ
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
の
期

の
積
極
主
義
化
は
わ
ず
か
に
三
十
九
年
と
い
う
年
が
生
ん
だ
極
め
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て
短
期
的
な
現
象
で
し
か
あ
り
得
ず
︑
翌
四
十
年
の
声
を
き
い
て

そ
の
新
し
い
社
会
体
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
景
気
や
農
村
恐
慌
が

あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
と
一
し
ょ
に
︑
一
般
的
に
は
極
め
て
容
易
に

萎
縮
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
し
︑
自
然
主
義
が

ま
た
そ
れ
と
並
行
的
に
尻
す
ぼ
ま
り
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
︑

四
十
年
の
そ
の
派
の
代
表
作
が
田
山
花
袋
の
﹃
蒲
団
﹄
で
あ
り
︑

藤
村
さ
え
そ
の
﹃
蒲
団
﹄
に
示
さ
れ
た
傾
向
に
追
随
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
だ
ろ
う
︒
要
す
る
に
文
学

に
お
け
る
転
換
気
運
の
底
が
浅
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
社
会
主
義
理

念
や
そ
の
立
場
か
ら
の
批
判
な
ど
︑
そ
こ
に
は
ま
だ
何
ほ
ど
も
根
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を
下
ろ
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
で
に
負
け
て
い
た
浪

漫
主
義
者
が
︑
時
代
転
換
の
気
配
に
動
か
さ
れ
て
昂
然
と
頭
を
も

た
げ
か
け
な
が
ら
︑
そ
う
い
う
頭
の
も
た
げ
方
で
あ
っ
た
ば
か
り

に
じ
き
に
ま
た
う
な
だ
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う

の
が
︑
だ
か
ら
つ
ま
り
は
当
時
の
尖
端
的
文
壇
風
景
だ
っ
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
ん
な
風
に
見
て
来
る
と
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
に
よ
っ
て
そ
う
し

た
転
換
後
の
気
運
に
乗
っ
た
か
た
ち
を
示
し
た
漱
石
が
︑
そ
こ
に

行
く
前
に
書
い
た
﹃
猫
﹄
や
﹃
漾
虚
集
﹄
中
の
諸
作
は
︑
浪
漫
主

義
思
潮
の
行
詰
り
や
社
会
主
義
思
想
の
擡
頭
に
よ
っ
て
︑
知
識
人
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一
般
が
動
き
つ
つ
あ
っ
た
社
会
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
時
代

に
︑
作
者
が
ど
の
よ
う
に
処
し
て
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
に
示
さ
れ
た

よ
う
な
と
こ
ろ
に
脱
け
て
行
っ
た
か
を
︑
見
る
べ
き
作
集
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
︒
と
い
っ
て
も
︑﹃
猫
﹄
の
終
り
の
方
の
部
分
は
︑

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と
同
じ
時
期
か
ら
更
に
そ
の
後
に
書
か
れ
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
こ
に
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と
共
通

し
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ
か
け
て
い
る
の
は
︑
す
で
に
小
宮
豊
隆
が

そ
の
著
﹃
漱
石
の
芸
術
﹄
に
書
い
て
い
る
通
り
な
の
だ
が
︑
そ
れ

に
し
て
も
︑
そ
れ
が
従
来
長
い
間
書
き
つ
が
れ
て
来
た
も
の
の
終

り
の
方
の
部
分
で
あ
る
だ
け
に
︑
自
然
そ
れ
ま
で
の
作
風
や
そ
こ
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に
托
さ
れ
た
心
境
か
ら
の
制
約
を
残
し
て
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と

は
や
は
り
相
当
異
っ
た
も
の
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
初
期
の
漱
石
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
よ
り

重
大
な
見
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

が
︑
そ
の
こ
と
に
は
後
で
自
然
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ

う
し
て
同
じ
時
代
の
困
難
さ
に
対
処
し
た
も
の
で
あ
っ
た
﹃
猫
﹄

と
﹃
漾
虚
集
﹄
に
は
︑
む
ろ
ん
そ
の
根
抵
に
お
い
て
通
い
合
う
も

の
が
多
く
認
め
ら
れ
た
が
︑
反
面
に
は
ま
た
か
な
り
は
っ
き
り
し

た
対
比
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒若
杉
三
郎
宛
の
書
翰
の
中
で
︑

漱
石
自
身
﹁
盾
は
礼
服
塔
は
袴
猫
は
平
常
服
の
喩
尤
も
得
吾
意
申
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候
﹂
と
書
い
て
い
た
り
︑
小
宮
豊
隆
が
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
俳
諧
と

連
歌
と
に
な
ぞ
ら
え
︵
上
掲

書

︶
た
り
し
て
い
る
の
な
ど
︑
い
ず
れ

も
そ
の
相
違
を
或
る
程
度
ま
で
髣
髴
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

う
︒
膝
を
く
ず
し
た
﹁
平
常
服
﹂
の
﹁
俳
諧
に
は
︑
気
分
的
に
奔

放
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
或
る
点
で
は
半
ば
無
意
識
に
作
者

の
奥
深
い
も
の
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の

に
対
し
て
︑
正
面
き
っ
て
自
分
の
世
界
を
整
理
し
て
見
せ
た
﹁
礼

服
﹂
で
あ
る
﹁
連
歌
﹂
は
︑
美
し
く
整
っ
て
い
る
か
わ
り
に
幾
ら

か
狭
く
片
づ
け
ら
れ
過
ぎ
た
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ

る
︒
が
︑
よ
り
重
要
な
こ
と
は
︑
そ
の
﹁
礼
服
﹂
と
﹁
袴
﹂
と
﹁
平
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常
服
﹂
と
の
間
に
︑
そ
う
い
う
譬
喩
で
は
あ
ら
わ
し
き
れ
な
い
作

者
の
心
境
の
断
層
が
︑
相
当
著
し
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は

な
い
か
と
思
う
︒
つ
ま
り
﹁
礼
服
﹂
と
か
﹁
袴
﹂
と
か
い
う
も
の

が
︑
そ
の
断
層
を
埋
め
尽
す
ま
で
に
︑
彼
自
身
の
世
界
を
追
求
し

尽
し
た
上
で
の
整
理
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ

﹁
平
常
服
﹂
に
作
者
の
意
識
的
把
握
以
上
の
も
の
が
顔
を
の
ぞ
か

せ
た
り
︑﹁
礼
服
﹂
や
﹁
袴
﹂
の
世
界
が
﹁
平
常
服
﹂
の
世
界
よ

り
狭
く
片
づ
け
ら
れ
た
印
象
を
与
え
た
り
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
︑
当
時
の
作
者
の
心
の
あ
り

方
や
︑
ど
う
か
す
る
と
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
と
も
見
ら
れ
る
文
学
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意
識
の
問
題
な
ど
が
︑
考
え
ら
れ
て
い
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
含
む
も
の
と
合
せ
て
︑
こ
こ

に
は
出
来
れ
ば
そ
う
い
う
点
に
も
幾
ら
か
の
探
り
を
入
れ
て
み
た

い
と
思
う
︒

明
洽
三
十
九
年
十
一
月
の
執
筆
に
な
る
﹃
文
学
論
﹄
の
序
文
に
︑

漱
石
は
彼
の
初
期
の
作
品
が
︑
周
囲
の
人
々
の
目
し
て
彼
の
神
経

衰
弱
な
い
し
狂
気
と
な
す
も
の
の
中
か
ら
︑
生
れ
て
来
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒﹃
漾
虚
集
﹄
そ
の
他
は
と
に
か
く
︑

少
く
と
も
﹃
猫
﹄
は
︑
そ
の
記
述
を
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
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の
︑
こ
じ
れ
き
っ
た
気
も
ち
を
そ
の
笑
い
の
奥
に
の
ぞ
か
せ
て
い

る
︒
一
方
︑
同
じ
﹃
文
学
論
﹄
の
序
文
は
︑
戯
れ
て
い
え
ば
失
地

回
復
の
闘
い
を
宣
言
す
る
と
い
う
に
も
似
た
︑
張
り
き
っ
た
一
節

を
含
ん
で
い
る
︒

日
本
の
臣
民
た
る
光
栄
と
権
利
を
有
す
る
余
は
︑
五
千
万
人
中

に
生
息
し
て
︑
少
く
と
も
五
千
万
分
一
の
光
栄
と
権
利
を
支
持
せ

ん
と
欲
す
︒
此
光
栄
と
権
利
を
五
千
万
分
一
以
下
に
切
り
詰
め
ら

れ
た
る
時
︑
余
は
余
が
存
在
を
否
定
し
︑
若
く
は
余
が
本
国
を
去

る
の
挙
に
出
づ
る
能
は
ず
︑
寧
ろ
力
の
続
く
限
り
︑
之
を
五
千
万

分
一
に
回
復
せ
ん
事
を
努
む
べ
し
︒
是
れ
余
が
微
少
な
る
意
志
に
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あ
ら
ず
︑
余
が
意
志
以
上
の
意
志
な
り
︒
余
が
意
志
以
上
の
意
志

は
︑
余
の
意
志
を
以
て
如
何
と
も
す
る
能
に
ざ
る
な
り
︒
余
の
意

志
以
上
の
意
志
は
余
に
命
じ
て
︑
日
本
臣
民
た
る
の
光
栄
と
権
利

と
を
支
持
す
る
為
め
に
︑
如
何
な
る
不
愉
快
を
も
避
く
る
な
か
れ

と
云
ふ
︒

こ
の
文
章
が
持
つ
颯
爽
た
る
調
子
は
︑
む
ろ
ん
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄

が
書
か
れ
た
三
十
九
年
以
後
の
も
の
で
︑
こ
じ
れ
き
っ
た
気
も
ち

を
苦
渋
な
笑
い
に
ぼ
か
し
た
﹃
猫
﹄
の
基
調
と
︑
直
接
的
に
つ
な

が
る
も
の
で
は
な
い
︒
が
︑
そ
の
苦
渋
や
鬱
屈
が
明
か
に
閉
じ
き

ら
れ
た
自
我
の
不
幸
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
髣
髴
さ
せ
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る
に
は
足
り
る
で
あ
ろ
う
︒と
同
時
に
︑同
じ
序
文
の
中
で
︑﹁
余
︑

が
身
辺
の
状
況
に
し
て
変
化
せ
ざ
る
限
り
は
﹂︑
神
経
衰
弱
も
狂

気
も
﹁
余
の
あ
ら
ん
程
永
続
す
べ
﹂
き
も
の
だ
と
書
い
て
い
た
漱

石
は
︑﹃
猫
﹄
の
中
で
も
︑
そ
う
し
た
鬱
屈
や
梗
塞
感
の
根
源
と

感
ず
る
﹃
身
辺
の
状
況
﹄
に
対
し
て
︑
さ
す
が
に
憤
り
と
対
決
の

意
識
と
を
も
ら
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

と
い
っ
て
も
﹃
猫
﹄
が
そ
う
い
う
も
の
ば
か
り
の
上
に
成
立
っ

て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
︑
第
一
︑
も
う
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

通
り
︑
ほ
ん
の
軽
い
気
も
ち
で
書
き
起
さ
れ
た
ら
し
い
第
一
節
に

は
︑
そ
う
い
う
も
の
は
比
較
的
少
く
︑
文
字
通
り
﹁
猫
﹂
の
目
か
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ら
見
た
人
間
の
可
笑
し
さ
や
不
都
合
さ
を
︑
軽
く
好
笑
的
に
指
摘

し
て
い
る
調
子
が
目
立
っ
て
い
た
し
︑
そ
れ
を
う
け
つ
い
だ
第
二

節
に
も
︑
人
間
そ
の
も
の
を
離
れ
た
立
場
か
ら
吟
味
し
よ
う
と
す

る
よ
う
な
︑
従
っ
て
自
照
的
と
も
い
え
ば
い
え
る
よ
う
な
性
質
が

割
合
に
濃
か
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
部
分
が
好
評
の
た
め
い
よ

い
よ
腰
を
据
え
て
胸
中
の
も
や
も
や
を
吐
き
出
し
尽
そ
う
と
す
る

気
に
な
っ
た
ら
し
い
第
三
節
以
後
︑
急
に
そ
う
い
う
性
質
が
色
濃

く
な
り
ま
さ
っ
て
︑
そ
こ
に
苦
沙
彌
を
中
心
と
し
た
知
識
人
の
一

団
と
世
俗
一
般
と
の
対
比
が
︑
と
ぼ
け
た
笑
い
に
ぼ
か
し
た
か
た

ち
な
が
ら
も
︑
相
当
痛
烈
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
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あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
第
八
節
の
落
雲
館
中
学
生
と
の
衝
突
と

ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
と
こ
ろ
で
︑
苦
沙
彌
に
﹁
逆
上
﹂
に
つ
い
て

の
反
省
か
ら
獨
仙
の
消
極
論
へ
の
関
心
を
生
れ
さ
せ
た
あ
げ
く
︑

第
九
節
で
は
鏡
を
取
上
げ
て
顔
の
あ
ば
た
を
吟
味
さ
せ
る
︑
そ
れ

、
、
、

が
き
っ
か
け
で
そ
れ
か
ら
後
は
ま
た
ず
っ
と
自
照
性
の
色
濃
い
も

の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
こ
の
無
構
成
の

﹃
猫
﹄
に
も
大
体
三
段
の
展
開
が
見
ら
れ
そ
う
な
の
で
あ
る
︒
た

だ
そ
の
第
三
節
か
ら
第
八
節
ま
で
の
第
二
段
に
は
︑
泥
棒
が
入
っ

た
話
の
あ
と
に
多
々
良
三
平
が
登
場
し
て
実
業
家
と
教
師
の
比
較

が
行
わ
れ
る
前
後
に
︑
一
つ
の
画
線
が
引
か
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
︒



27

そ
の
比
較
論
で
そ
れ
ま
で
の
話
に
一
応
の
け
り
が
つ
い
て
︑
そ
の

、
、

後
に
は
作
者
が
ぐ
っ
と
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
一
般
文
化
を
批
判
し
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
な
六
・
七
両
節
が
続
き
︑
そ
こ
に
新
と
旧
︑

東
洋
と
西
洋
と
の
対
比
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
そ
の
意
味
で
は
﹃
猫
﹄
全
体
を
四
齣
か

ら
成
立
つ
と
見
る
の
が
よ
り
妥
当
か
と
も
思
う
が
︑
し
か
し
そ
の

六
・
七
両
節
の
記
述
が
︑
三
平
の
実
業
家
と
教
師
と
の
比
較
論
に

も
寄
せ
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
問
題
へ
の
余
憤
を
駆
っ
て
︑
結

局
は
新
も
旧
も
東
洋
も
西
洋
も
な
い
︑
そ
れ
こ
そ
﹁
何
も
彼
も
癪

に
障
っ
て
た
ま
ら
な
い
﹂
気
も
ち
を
叩
き
つ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
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な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

︱
そ
う
し
て
そ
の
焦
立
ち
が

第
八
節
の
落
雲
館
生
徒
と
の
戦
闘
事
件
に
ま
で
続
く
の
だ
か
ら
︑

こ
れ
を
三
・
四
節
以
来
一
統
き
の
一
齣
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
さ

そ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

が
︑
も
と
も
と
﹃
猫
﹄
の
よ
う
な
作
品
に
は
っ
き
り
し
た
段
落

な
ど
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
無
理
な
の
だ
か
ら
︑
そ
の
点
に
そ
う

深
く
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
本
腰
に
な
っ
て

取
り
か
か
ろ
う
と
す
れ
ば
そ
う
し
て
い
き
な
り
﹁
身
辺
の
状
況
﹂

に
対
す
る
憤
り
が
こ
み
上
げ
て
来
ず
に
は
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
︑
当
時
の
作
者
の
心
境
の
一
端
が
認
め
ら
れ
る
の
を
︑
注
意
し
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た
い
と
思
う
の
で
あ
︒
廣
津
和
郎
風
に
い
え
ば
︑
そ
こ
に
﹁
怒
れ

る
夏
目
漱
石
﹂
が
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

し
か
も
︑
そ
う
し
た
怒
り
を
も
っ
て
反
撥
さ
れ
た
も
の
の
中
心

に
い
た
の
が
︑
金
田
夫
妻
や
鈴
木
藤
十
郎
等
の
実
業
家
で
あ
っ
た

こ
と
に
は
︑
相
当
注
意
さ
れ
て
い
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ

う
︒
そ
う
い
う
人
た
ち
が
︑
教
師
と
か
本
ば
か
り
買
い
こ
ん
で
細

君
に
愚
痴
を
い
わ
れ
る
学
者
と
か
い
う
も
の
と
の
︑
対
比
に
お
い

て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
こ
に
は
い
わ
ば
知
識
人
と

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ィ
と
の
対
決
が
当
面
の
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒
時
代
が
正
に
そ
う
い
う
問
題
に
即
し
て
知
識
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人
の
階
級
的
分
化
な
ど
も
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
だ
け
に
︑

こ
れ
は
そ
う
い
う
時
勢
相
の
文
学
的
反
映
と
し
て
面
白
く
見
ら
れ

ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
︒

が
︑
上
記
の
教
師
と
実
業
家
と
の
比
較
に
お
い
て
も
た
だ
彼
等

の
財
力
の
相
違
を
問
題
に
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
漱
石

に
は
︑
問
題
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
追
求
す
る
意
志
は
な
か
っ

た
︒
書
翰
そ
の
他
に
よ
っ
て
見
る
と
マ
ル
ク
ス
な
ど
も
読
ん
で
お

り
︑
藤
村
の
﹃
破
戒
﹄
に
も
相
当
の
関
心
を
示
し
た
漱
石
で
あ
っ

た
け
れ
ど
も
︑
問
題
を
そ
う
い
う
角
度
か
ら
見
て
社
会
機
構
の
根

本
に
触
れ
よ
う
と
す
る
態
度
な
ど
は
全
然
な
く
︑
す
べ
て
を
人
間
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の
教
養
な
い
し
人
格
上
の
問
題
と
し
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
と
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
車
屋
の
か
み
さ
ん
や
二
絃
琴
の
師
匠

ば
か
り
で
は
な
い
︑
苦
沙
彌
の
同
僚
で
あ
る
津
木
ピ
ン
助
や
福
地

キ
シ
ャ
ゴ
か
ら
落
雲
館
の
生
徒
ま
で
を
︑
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
ほ

し
い
ま
ま
に
動
か
し
て
い
る
金
田
夫
妻
を
捉
え
な
が
ら
︑
こ
れ
を

た
だ
極
端
に
愚
劣
化
し
て
︑
そ
こ
に
怒
り
と
反
撥
と
を
投
げ
つ
け

て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
明
瞭
だ
ろ

う
︒
金
そ
の
も
の
が
人
間
の
心
理
や
性
格
に
食
い
こ
ん
で
行
く
か

た
ち
さ
え
︑
そ
こ
で
は
ま
だ
十
分
定
か
に
は
つ
か
み
き
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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そ
の
く
ら
い
だ
か
ら
︑
そ
の
頃
に
は
も
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
と

結
び
つ
い
て
い
た
絶
対
主
義
的
官
僚
政
治
の
あ
り
方
な
ど
も
︑
こ

の
作
に
あ
っ
て
は
特
別
な
批
判
の
対
象
と
は
な
り
得
て
い
な
か
っ

た
︒

役
人
は
人
民
の
召
使
で
あ
る
︒
用
事
を
弁
じ
さ
せ
る
為
に
︑
あ

る
権
限
を
委
託
し
た
代
理
人
の
様
な
も
の
だ
︒
所
が
委
任
さ
れ
た

権
力
を
笠
に
着
て
毎
日
事
務
を
処
理
し
て
居
る
と
︑
是
は
自
分
が

所
有
し
て
居
る
権
力
で
︑
人
民
杯
は
之
に
就
い
て
何
等
の
喙
を
容

る
ゝ
理
由
が
な
い
も
の
だ
杯
と
狂
っ
て
来
る
︒

こ
ん
な
文
章
を
見
る
と
︑
正
に
そ
の
問
題
に
触
れ
よ
う
と
す
る
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と
こ
ろ
ま
で
追
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
こ
に
集
中
的
な
視
線
を
向
け

よ
う
と
す
る
気
も
ち
は
な
か
っ
た
作
者
の
す
が
た
が
︑
感
じ
ら
れ

る
だ
ろ
う
︒
絶
対
主
義
治
下
の
残
存
封
建
性
や
前
近
代
的
不
熟
さ

に
対
立
し
て
︑
ど
こ
ま
で
も
人
間
を
尊
重
し
人
間
味
を
擁
護
し
よ

う
と
い
う
の
が
︑
要
す
る
に
こ
の
作
に
お
け
る
漱
石
の
気
も
ち
の

根
本
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
そ
こ
に
は
か
な
り
鋭
い
残
存
封

建
性
の
指
摘
な
ど
も
認
め
ら
れ
る
︒
迷
亭
が
い
た
ず
ら
半
分
持
出

し
た
牧
山
男
爵
の
名
前
が
︑
鼻
子
夫
人
の
得
意
の
鼻
を
ひ
し
ゃ
げ

さ
せ
た
り
︑
奇
妙
に
上
品
ぶ
っ
て
い
る
二
絃
琴
の
師
匠
の
家
で
︑

旧
め
か
し
い
家
柄
や
系
図
が
尊
ま
れ
た
り
し
て
い
る
ば
か
り
か
︑
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そ
の
家
の
下
女
が
︑
主
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
飼
猫
ま

で
も
自
分
以
上
の
身
分
あ
る
も
の
で
あ
る
か
に
取
扱
っ
て
い
る
の

な
ど
︑
将
軍
家
御
用
の
茶
壺
に
人
民
が
土
下
座
し
た
時
代
そ
の
ま

ま
の
生
態
を
感
じ
さ
せ
よ
う
︒
偽
男
爵
で
あ
る
迷
亭
の
叔
父
さ
ん

が
︑
将
軍
家
や
旧
幕
時
代
を
懐
し
み
な
が
ら
︑
赤
十
字
総
会
か
何

か
で
宮
様
と
同
席
し
得
る
の
を
喜
ん
で
い
る
の
な
ど
も
︑
む
ろ
ん

同
じ
こ
と
だ
ろ
う
し
︑
ピ
ン
助
や
キ
シ
ャ
ゴ
が
金
田
に
動
員
さ
れ

る
の
が
︑
同
郷
だ
か
ら
と
い
う
地
縁
関
係
に
よ
っ
て
い
る
の
な
ど

も
︑
そ
れ
と
関
連
せ
ぬ
風
景
と
は
い
え
ま
い
︒
そ
う
い
う
風
景
が

多
く
て
︑
そ
れ
だ
け
人
間
の
権
威
な
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
世
界
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に
︑
新
し
い
人
間
主
義
の
モ
ラ
ル
な
ど
成
熟
し
て
い
る
は
ず
が
な

か
っ
た
︑そ
の
こ
と
こ
そ
が
漱
石
を
強
く
焦
立
た
せ
て
い
た
の
で
︑

金
と
か
そ
れ
を
基
本
と
す
る
社
会
機
構
と
か
い
う
も
の
に
︑
別
段

の
批
判
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒だ
か
ら
こ
の
︑

作
者
が
実
業
家
へ
の
反
感
を
語
っ
た
金
田
夫
妻
関
係
の
記
述
も
︑

そ
の
反
撥
に
上
記
の
よ
う
な
時
代
気
運
の
遠
い
反
映
を
思
わ
せ
る

以
上
の
も
の
と
は
な
ら
ず
︑
か
え
っ
て
こ
の
作
と
す
れ
ば
作
者
の

人
間
尊
重
の
立
場
を
最
も
端
的
に
押
出
し
た
部
分
で
あ
っ
た
第
十

節
の
﹁
地
蔵
と
馬
鹿
竹
﹂
の
話
な
ど
に
︑
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な

も
の
を
多
く
示
す
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
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元
来
こ
の
第
十
節
は
︑
そ
れ
が
正
に
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と
同
時

に
発
表
さ
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
前
に
も
述
べ
た
通
り
作

者
の
気
分
に
相
当
の
積
極
化
が
見
ら
れ
て
︑
そ
れ
故
に
そ
の
主
張

も
比
較
的
端
的
に
押
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
作
者
は

そ
こ
で
︑
素
直
さ
と
か
真
実
味
と
か
い
う
も
の
を
見
失
っ
て
い
る

人
間
達
を
極
め
て
手
厳
し
く
非
難
し
な
が
ら
︑
策
略
や
打
算
を
知

ら
な
い
人
間
の
正
直
さ
や
清
純
さ
を
強
く
讃
え
て
い
る
の
で
あ

る
︒﹁
木
瓜
咲
く
や
漱
石
拙
を
守
る
べ
く
﹂
と
か
︑﹁
正
月
の
男

と
い
わ
れ
拙
に
処
す
﹂
と
か
い
う
種
類
の
句
を
遺
し
て
い
る
漱
石

は
︑
そ
う
し
た
真
実
性
や
素
直
さ
を
欠
い
た
人
々
を
憎
む
の
あ
ま
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り
︑
無
策
と
か
無
能
さ
︵
即
ち
拙
︶
と
か
い
う
も
の
を
さ
え
高
く

評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
こ
ん
な
ご
ろ
つ
き
手
に

比
べ
る
と
主
人
杯
は
遥
か
に
上
等
な
人
間
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

ん
︒
意
気
地
の
な
い
所
が
上
等
な
の
で
あ
る
︒
無
能
な
所
が
上
等

な
の
で
あ
る
︒
猪
口
才
で
な
い
所
が
上
等
な
の
で
あ
る
︒﹂
こ
れ

は
漱
石
の
好
み
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
特
質
を
な
し
て
い
た
も

の
の
一
つ
で
︑
そ
こ
か
ら
苦
沙
彌
先
生
そ
の
他
の
よ
う
な
︑
正
直

で
︑
間
が
ぬ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
一
種
の
味
い
の
あ
る
人
間
像
が

造
型
さ
れ
て
︑
そ
れ
が
漱
石
文
学
の
一
つ
の
特
徴
と
さ
え
な
っ
た

く
ら
い
の
も
の
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
一
切
の
擬
装
や
作
為
を
排
し
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て
︑真
実
一
路
の
生
を
尊
む
あ
ま
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

か
つ
ら
を
か
ぶ
っ
た
女
の
嘘
に
発
し
た
迷
亭
の
失
恋
や
そ
の
後
の

、
、
、

独
身
生
活
な
ど
も
︑
そ
う
い
う
点
に
関
連
せ
ぬ
も
の
だ
と
は
い
え

ま
い
と
思
う
︒
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
ま
た
︑﹁
当
人
同
志
愛
し
合

っ
て
ゐ
る
も
の
な
ら
﹂
と
い
う
藤
十
郎
の
言
葉
に
動
か
さ
れ
た
苦

沙
彌
が
︑
急
に
﹁
蒸
し
暑
い
夏
の
夜
に
一
縷
の
冷
風
が
袖
口
を
く

ぐ
っ
た
様
な
気
分
﹂
に
な
っ
て
︑
寒
月
と
富
子
と
の
間
を
好
意
的

に
見
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
気
も
ち
な
ど
と
も
︑
不
可
分
に
連

な
る
も
の
だ
っ
た
︒
つ
ま
り
漱
石
も
ま
た
人
間
の
感
情
的
真
実
こ

そ
絶
対
だ
と
し
て
︑
純
粋
さ
と
か
無
邪
気
さ
と
か
い
う
も
の
を
何
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よ
り
も
尊
ぶ
浪
漫
主
義
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
考
え
方
が
︑
人
性
の
自
然
や
真
実
性
の
尊
重
な
ど
と

は
風
馬
牛
な
︑
封
建
時
代
風
な
形
式
主
義
道
義
や
お
坐
な
り
の
社

交
性
の
上
に
あ
っ
た
社
会
一
般
と
︑
鋭
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
浪
漫
主
義
以
来
の
知
識
人
一

般
が
︑
そ
う
し
た
対
立
か
ら
来
る
乖
離
の
処
置
な
さ
の
た
め
に
︑

社
会
と
民
衆
と
か
ら
浮
い
て
︑
孤
独
感
と
時
に
は
半
狂
気
的
な
怖

れ
や
寂
寥
感
の
中
に
陥
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
た
ち
が
︑

だ
か
ら
こ
の
期
以
来
の
写
実
主
義
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
重
要
な
文

学
史
上
の
題
目
と
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
︒
苦
沙
彌
が
同
僚
の
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ピ
ン
助
や
キ
シ
ャ
ゴ
と
口
を
き
か
ぬ
ば
か
り
か
︑
年
賀
の
客
を
受

け
る
の
も
い
や
が
っ
て
︑
玄
関
の
鈴
が
鳴
る
と
﹁
高
利
貸
し
に
で

も
飛
び
込
ま
れ
た
様
な
不
安
な
顔
附
き
﹂
を
す
る
な
ど
と
い
う
︑

偏
屈
で
臆
病
な
人
間
嫌
い
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め

て
︑
彼
と
そ
の
周
囲
の
人
々
と
が
︑
社
会
や
民
衆
と
は
縁
の
な
い

高
等
遊
民
で
あ
る
か
の
趣
を
示
し
て
い
る
こ
と
や
︑
上
記
の
通
り

迷
亭
が
失
恋
の
結
果
の
独
身
生
活
を
続
け
て
い
る
こ
と
︑な
い
し
︑

そ
の
間
の
関
係
が
何
等
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑

理
野
陶
然
や
立
町
老
梅
が
発
狂
し
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
す
べ
て
そ

う
い
う
こ
と
の
片
鱗
を
示
さ
ぬ
も
の
だ
と
は
い
え
ま
い
と
思
う
︒
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国
運
を
賭
し
た
日
露
戦
争
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
︑
凱
旋
祝
賀
や

軍
人
遺
族
慰
籍
の
問
題
に
も
冷
淡
だ
と
か
︑
旅
順
の
陥
落
よ
り
も

寒
月
の
つ
れ
て
い
た
女
の
こ
と
の
方
が
気
に
な
る
と
か
い
う
よ
う

な
︑
社
会
的
な
問
題
な
ど
に
一
向
関
心
の
な
い
知
識
階
級
出
現
の

契
機
な
ど
︑
む
ろ
ん
そ
こ
に
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し

て
社
会
的
関
心
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
知
識
人
が
︑
例
え
ば
苦
沙
彌
の

趣
味
生
活
の
博
さ
や
迷
亭
の
博
識
を
も
っ
て
し
な
が
ら
︑
中
心
的

な
生
の
指
標
は
持
た
ぬ
よ
う
な
︑
浮
動
的
な
頼
り
な
さ
を
示
す
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
も
︑
む
ろ
ん
一
つ
の
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

た
だ
︑
そ
う
し
て
一
種
の
高
等
遊
民
化
し
た
よ
う
に
見
え
る
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人
々
の
中
に
あ
っ
て
︑
た
だ
一
人
理
学
士
で
あ
る
寒
月
だ
け
が
︑

一
見
相
似
た
生
活
相
の
奥
に
︑
彼
自
身
の
精
根
を
傾
け
た
仕
事
を

持
っ
て
︑
動
揺
的
で
な
く
生
き
て
い
る
様
子
を
ち
ら
つ
か
せ
て
い

る
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
時
代
の
風
景
と
し
て
か
な
り
示
唆
的
な
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑
そ
の
点
を
も
こ
め
て
︑
上
記

の
よ
う
な
現
象
の
い
ろ
い
ろ
を
正
し
く
捉
え
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ

ら
の
現
象
の
内
面
的
深
層
的
な
連
関
を
探
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
沈
潜

的
で
な
か
っ
た
作
者
は
︑
む
ろ
ん
方
法
的
限
界
の
故
も
あ
っ
て
︑

そ
う
し
た
現
象
を
必
至
と
す
る
根
本
の
乖
離
を
︑
絶
対
主
義
洽
下

の
過
渡
的
現
象
と
見
る
こ
と
も
出
来
ず
︑
主
と
し
て
す
べ
て
を
教
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養
と
そ
こ
か
ら
来
る
人
格
の
問
題
と
し
て
の
み
考
え
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
金
田
夫
妻
を
あ
る
が
如
き
無
知
故
の

卑
俗
さ
に
お
い
て
描
い
た
彼
は
︑
彼
等
の
背
後
に
猫
が
銭
湯
で
見

た
よ
う
な
無
知
な
民
衆
の
ひ
ろ
が
り
︵
世
界
︶
を
見
ず
に
は
い
な

か
っ
た
︒
そ
こ
に
こ
の
人
間
と
人
間
性
と
を
何
よ
り
も
尊
ん
だ
作

者
に
お
け
る
極
端
な
民
衆
蔑
視
が
生
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
く
せ

彼
は
一
方
で
は
金
田
氏
令
嬢
富
子
の
理
不
尽
な
電
話
を
芝
居
茶
屋

の
小
者
か
何
か
に
い
き
な
り
切
ら
せ
て
い
る
し
︑
金
田
氏
の
或
る

弱
点
は
そ
の
車
夫
に
さ
え
見
ぬ
か
せ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
う
い
う

点
か
ら
彼
等
も
ま
た
知
識
人
と
同
歓
共
苦
の
隣
人
で
あ
り
得
る
こ
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と
を
思
う
ほ
ど
の
沈
潜
は
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
民
衆
蔑
視
の
側
に
の

み
そ
の
全
身
を
傾
け
て
い
る
か
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒そ

う
い
う
点
か
ら
い
う
と
︑
こ
の
作
品
は
︑
後
の
﹃
道
草
﹄
に

い
わ
ゆ
る
﹁
魚
と
獣
﹂
ほ
ど
に
も
異
っ
た
知
識
人
と
民
衆
一
般
と

の
乖
離
の
現
象
に
︑
か
な
り
広
く
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
︒
絶
対
主
義
の
持
つ
封
建
的
支
配
の
問
題
と
か
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ァ
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ィ
の
対
決
の
問
題
と
か
い
う
も
の

が
︑
い
わ
ば
す
べ
て
そ
こ
に
置
き
か
え
ら
れ
た
よ
う
な
か
た
ち
な

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
自
然
主
義
以
来
の
多
く
の
い
わ
ゆ



45

る
新
し
い
文
学
に
共
通
し
た
性
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
は
こ
の
作
な
ど
最
も
早
く
︑
且
つ
巾
広
く
そ
う
い

う
現
象
に
触
れ
た
も
の
と
し
て
︑
注
意
さ
れ
て
い
い
こ
と
に
な
る

の
だ
と
思
う
が
︑
し
か
し
︑
彼
自
身
そ
う
い
う
対
立
の
中
に
い
て
︑

そ
の
根
源
的
な
由
来
な
ど
に
目
の
届
か
な
か
っ
た
作
者
は
︑
ま
だ

そ
の
対
立
の
様
相
を
静
か
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
冷
静
さ

も
持
て
ず
︑
た
だ
そ
の
対
立
の
息
苦
し
さ
に
焦
れ
て
︑﹁
身
辺
の

状
況
﹂
に
対
す
る
不
愉
快
な
感
情
を
叩
き
つ
け
よ
う
と
す
る
よ
う

な
態
度
ば
か
り
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に

示
さ
れ
た
作
者
の
不
愉
快
さ
や
憤
り
が
ど
ん
な
に
は
げ
し
い
も
の
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で
あ
っ
た
か
は
︑
こ
の
長
大
な
作
品
が
︑
そ
こ
に
例
え
ば
上
記
の

よ
う
な
︑
旅
順
の
陥
落
よ
り
寒
月
の
つ
れ
の
女
の
方
が
気
に
た
る

と
か
︑
寒
月
と
富
子
が
相
思
の
中
だ
と
き
い
て
苦
沙
彌
が
急
に
軟

化
し
か
け
る
と
か
い
う
種
類
の
記
述
を
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ち
り

ば
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
た
だ
一
人
の
愛
す
べ
く

親
し
む
べ
き
女
性
も
登
場
さ
せ
て
お
ら
ず
︑
か
え
っ
て
辛
辣
な
女

性
蔑
視
の
言
葉
ば
か
り
が
到
る
と
こ
ろ
に
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る

か
の
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
︑
知

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒作
者
の
反
撥
し
た﹁
身

辺
の
状
況
﹂
と
い
う
も
の
の
中
に
︑
作
者
自
身
の
家
庭
的
条
件
と
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か
対
細
君
の
関
係
と
か
い
う
も
の
が
︑
大
き
な
比
重
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
こ
と
を
︑そ
れ
は
む
ろ
ん
反
映
す
る
事
実
だ
っ
た
が
︑

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
感
情
的
ひ
ず
み
を
敢
て
抑
え
よ
う
と

も
せ
ず
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
の
だ
と
思
え
ば
︑
作
者
は
正
に
そ
の
怒

り
に
足
を
さ
ら
わ
れ
か
け
て
さ
え
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
︒に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
作
者
が
そ
う
し
た
怒
り
を
あ
る
が
如
き
苦

渋
な
笑
い
に
ぼ
か
し
て
い
る
の
は
︑
一
つ
に
は
そ
の
怒
り
が
︑
そ

の
怒
り
を
向
け
て
い
る
対
象
の
全
貌
を
究
め
尽
し
た
う
え
で
の
も

の
で
な
い
こ
と
を
︑
作
者
自
身
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
に
相
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違
な
い
︒
そ
れ
は
︑
上
記
の
恋
愛
や
女
性
へ
の
関
心
と
︑
女
性
蔑

視
の
言
葉
と
の
関
係
な
ど
か
ら
で
も
︑
明
瞭
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思

う
︒
が
︑
そ
こ
に
は
な
お
︑
そ
う
し
た
蔑
視
や
譏
笑
に
相
当
す
る

も
の
が
︑
一
応
は
民
衆
と
対
立
す
る
知
識
人
の
側
に
も
︑
実
際
は

同
じ
よ
う
に
あ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
作
者
が
ほ
の
か
な
が
ら
に

感
じ
て
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
も
︑
考
え
ら
れ
て
よ
さ
そ
う
に
思

う
︒
例
え
ば
苦
沙
彌
が
︑
刑
事
に
対
す
る
不
当
な
畏
怖
か
ら
︑
泥

棒
に
ま
で
ペ
コ
ペ
コ
頭
を
下
げ
る
醜
態
を
叙
し
た
後
で
︑﹁
主
人

の
お
や
じ
は
其
昔
場
末
の
名
主
で
あ
っ
た
か
ら
︑
上
の
者
に
ぴ
ょ

こ
ぴ
ょ
こ
頭
を
下
げ
て
暮
し
た
習
慣
が
因
果
と
な
っ
て
︑
斯
様
に
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子
に
酬
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
﹂
と
︑
い
か
に
も
忌
々
し
げ
に
書

い
て
い
る
前
後
な
ど
に
な
る
と
︑
作
者
自
身
の
内
に
あ
る
封
建
的

残
滓
へ
の
ほ
の
か
ど
こ
ろ
で
は
な
い
自
意
識
を
感
じ
さ
せ
る
し
︑

彼
が
俸
給
故
に

︱
つ
ま
り
金
に
動
か
さ
れ
る
が
故
に
︑
人
間
的

で
あ
り
得
ぬ
こ
と
な
ど
も
︑か
な
り
し
ば
し
ば
暴
露
さ
れ
て
い
る
︒

迷
亭
の
如
き
は
︑
ど
こ
か
車
屋
の
黒
に
似
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い

る
ほ
ど
︑
そ
の
お
し
ゃ
べ
り
に
真
実
味
の
な
い
誇
張
癖
の
多
い
の

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
一
面
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
と
相
似

た
積
極
性
を
示
し
た
﹁
馬
鹿
竹
の
話
﹂
中
心
の
記
述
が
︑
そ
の
話

の
真
意
の
わ
か
ら
ぬ
雪
江
を
ひ
ど
く
叩
き
つ
け
て
い
る
と
同
時
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に
︑
苦
沙
彌
も
ま
た
︑
素
直
に
彼
の
真
実
を
生
き
て
い
る
の
で
は

な
い
故
に
︑
そ
の
雪
江
如
き
に
み
ご
と
に
飜
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
や
対

金
田
夫
妻
の
記
述
を
中
心
と
し
た
部
分
と
異
っ
て
︑
そ
の
積
極
性

が
同
時
に
そ
れ
だ
け
の
鋭
い
自
照
性
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
︑﹃
猫
﹄
の
そ
の
あ
た
り
の
特
質
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
自
照
性
と
そ
こ
か
ら
来
る
絶
望
感
と
が
︑
そ
れ
ほ
ど

積
極
化
し
た
こ
の
部
分
の
後
に
︑
怒
り
を
蔵
す
る
反
面
傷
心
の
色

濃
い
結
末
を
続
け
さ
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ

を
必
至
と
し
た
作
者
の
自
意
識
が
︑
憤
り
や
非
難
に
の
み
一
途
で



51

あ
り
得
ぬ
気
も
ち
を
抱
か
せ
た
の
は
︑
考
え
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
と
思
う
︒
怒
り
た
い
自
分
と
怒
れ
ぬ
自
分
へ
の
反
省
と
の
相

剋
が
︑作
者
を
苦
渋
に
笑
わ
せ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
そ
う
し
た
自
照
性
や
自
意
識
が
ま
だ
或
る
程
度
ま
で

の
も
の
で
し
か
な
か
こ
と
は
︑真
実
性
の
な
い
迷
亭
の
誇
張
癖
を
︑

作
者
自
身
が
こ
の
作
の
制
作
に
お
い
て
示
し
て
い
る
一
面
的
な
強

調
主
義
の
態
度
と
︑
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
も
の

に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
︑
明
瞭
だ
ろ
う
︒
作

中
に
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
い
る
苦
沙
彌
家
の
女
中
に
対
す
る
い
わ

れ
の
な
い
侮
蔑
が
︑
猫
を
自
分
以
上
の
身
分
あ
る
も
の
と
し
て
扱
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う
二
絃
琴
の
師
匠
の
家
の
下
女
の
生
の
態
度
と
︑
完
全
に
裏
表
の

関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
も
︑
作
者
は
全
然
気
づ
い

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
作
者
の
反
省
や
自
意
識
に
は

ま
だ
線
香
花
火
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
わ
け
な
の
だ
か
ら
︑
そ
こ

か
ら
来
た
気
も
ち
の
制
約
を
あ
ま
り
大
き
く
考
え
る
の
は
︑
少
々

考
え
過
ぎ
に
な
ろ
う
︒
そ
こ
に
は
な
お
別
に
作
者
の
無
力
感
が
強

く
は
た
ら
き
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒

す
で
に
見
て
来
た
通
り
︑
漱
石
の
大
嫌
い
な
﹁
ご
ろ
つ
き
手
﹂

に
対
し
て
﹁
遙
か
に
上
等
な
人
間
﹂
と
規
定
さ
れ
た
苦
沙
彌
は
︑

﹁
意
気
地
の
な
い
所
が
上
等
な
の
で
あ
る
︒
無
能
な
所
が
上
等
な
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の
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒﹁
猪
口
才
で
な
い
﹂

の
は
も
と
よ
り
結
構
だ
が
︑
こ
れ
は
明
か
に
知
識
人
の
無
力
感
の

上
に
生
れ
た
感
想
だ
ろ
う
︒
面
白
く
な
い
も
の
が
面
白
く
な
い
と

わ
か
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い

の
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
無
力
感
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
の

怒
り
は
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
直
ち
に
そ
の
無
力
さ
を
悲
し
み
焦
れ
る

気
も
ち
と
な
る
べ
き
︑
悲
凉
な
か
げ
を
帯
び
た
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
頃
作
者
が
森
田
草
平
宛
に
︑﹁
天
下

に
己
れ
以
外
の
も
の
を
信
頼
す
る
よ
り
果
敢
な
き
は
あ
ら
ず
︑
而

も
己
れ
程
頼
み
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
︒ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
︒
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森
田
君
君
此
問
題
を
考
へ
た
事
が
あ
り
ま
す
か
︒﹂
と
書
い
て
い

る
の
は
︑含
む
と
こ
ろ
が
も
少
し
複
雑
で
あ
り
そ
う
だ
け
れ
ど
も
︑

少
く
と
も
そ
う
し
た
無
力
感
と
悲
凉
さ
と
を
揺
曳
さ
せ
て
い
な
か

っ
た
と
は
い
え
ま
い
︒
食
事
を
す
る
子
供
た
ち
の
様
子
を
眺
め
な

が
ら
︑
苦
沙
彌
が
憮
然
と
し
て
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
し
ま
う
こ
の
作

の
一
節
な
ど
に
な
れ
ば
︑
そ
う
い
う
無
力
感
に
つ
ら
な
る
も
の
が

あ
る
の
は
殊
に
明
か
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
む
ろ
ん
そ
の
思
想
的
立
場

が
社
会
的
に
周
延
化
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
生
き
る

︱
つ
ま

り
現
実
的
に
し
っ
か
り
し
た
生
の
地
盤
を
持
た
な
い
人
間
の
感
じ

方
だ
っ
た
︒
新
し
い
近
代
社
会
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
生
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れ
た
人
間
主
義
の
理
念
は
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
を
支
え
る
背
後
の
条

件
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
の
周
延
化
は
望
む
べ
く
も
な

か
っ
た
上
に
︑
時
勢
の
転
換
は
そ
の
不
十
分
な
も
の
を
さ
え
奪
い

か
ね
な
い
方
向
に
向
い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
問
題
の

あ
り
ど
こ
ろ
を
見
出
す
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
知
識
人
が
︑
焦
慮

と
憤
り
と
を
感
じ
な
が
ら
そ
う
し
た
無
力
感
に
陥
っ
て
行
く
の

は
︑
や
は
り
一
つ
の
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
そ
う
し
て
こ
れ
は
︑

近
代
の
人
間
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
致
命
的
な
も
の
だ
っ

た
︒
猫
の
中
で
も
特
に
面
白
く
読
ま
れ
る
も
の
の
一
つ
に
︑
神
の

全
能
か
無
能
か
を
疑
う
一
節
が
あ
っ
た
が
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
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超
え
て
︑
結
局
は
神
が
信
ぜ
ら
れ
ず
︑
人
間
自
力
以
外
に
頼
む
べ

き
も
の
は
な
い
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
近
代
人
に
と
っ

て
︑
こ
の
無
力
感
が
処
置
な
し
絶
望
な
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
説
明

す
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
︒
し
か
し
そ
こ
に
は
︑
す

で
に
見
て
来
た
通
り
の
︑
民
衆
へ
の
侮
蔑
と
乖
離
感
と
が
重
な
り

合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
彼
等
が
社
会
か
ら
も
離
れ
︑
は
っ
き
り

し
た
生
の
目
標
を
さ
え
見
失
う
よ
う
に
な
っ
た
所
以
だ
と
思
う

が
︑
そ
れ
は
と
に
か
く
︑
そ
う
し
う
無
力
感
と
上
記
の
よ
う
な
自

意
識
と
の
か
ら
み
合
い
が
︑
つ
ま
り
は
﹃
猫
﹄
の
作
者
を
一
途
に

積
極
的
な
主
張
的
態
度
に
進
ま
せ
な
か
っ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
︒
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そ
の
く
せ
︑
自
分
た
ち
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
民
衆
一
般
を
軽

蔑
し
て
い
た
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
︑
そ
の
思
想
的
立
場
そ
の
も
の

を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
ま
だ
生
れ
て
お
ら
ず
︑
従
っ
て
そ

の
立
場
を
誇
る
気
も
ち
は
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
苦

渋
な
笑
い
も
生
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
だ
と
思
う
︒

こ
ん
な
風
に
見
て
来
る
と
︑﹃
猫
﹄
と
い
う
作
品
は
︑﹃
文
学

論
﹄
の
序
文
が
示
唆
す
る
よ
う
な
︑
単
純
に
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
よ

う
と
す
る
だ
け
の
と
こ
ろ
を
超
え
て
︑
そ
の
立
場
を
梗
塞
さ
れ
た

知
識
人
が
︑
自
己
反
省
的
な
意
識
と
無
力
感
と
に
陥
っ
て
い
な
が

ら
︑
そ
う
し
た
無
力
感
の
根
源
を
探
ろ
う
と
す
る
態
度
も
︑
そ
の
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方
法
も
ま
だ
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
が
故
の
昏
惑
と
悲
痛
さ
と
を
︑

苦
渋
な
笑
い
に
ぼ
か
し
た
作
品
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
一

面
そ
う
し
た
無
力
感
や
自
意
識
を
持
ち
な
が
ら
︑
ま
だ
そ
の
立
場

の
正
し
さ
や
進
歩
性
を
疑
う
気
も
ち
は
生
れ
て
い
な
い
︑
そ
う
い

う
心
境
の
微
妙
な
複
雑
さ
が
︑
作
者
を
怒
ら
せ
た
り
笑
わ
せ
た
り

さ
せ
ず
に
置
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
︒
要
す
る
に
漱

石
は
︑
自
己
解
体
の
危
機
に
の
ぞ
ん
で
い
な
が
ら
︑
な
お
強
く
自

己
主
張
の
要
求
に
執
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

﹃
猫
﹄
に
示
さ
れ
た
作
者
の
上
記
の
よ
う
な
昏
惑
や
意
識
の
分
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裂
が
︑
資
本
主
義
の
発
展
期
で
あ
る
と
と
も
に
そ
れ
の
質
的
転
換

期
で
あ
り
︑
し
か
も
一
方
に
は
封
建
性
の
残
存
や
資
本
主
義
そ
の

も
の
へ
の
批
判
的
勢
力
の
擡
頭
も
あ
っ
た
と
い
う
︑
そ
う
い
う
時

勢
の
む
ず
か
し
さ
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
し
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
た
作
者
の
無
力
感
は
︑
絶
対

主
義
治
下
の
封
建
的
残
滓
の
濃
密
さ
に
か
て
て
加
え
て
︑
転
換
期

の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ィ
さ
え
人
間
尊
重
の
自
由
主
義
を
放
棄
し
よ
う

と
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
︑
そ
れ
と
も
知
ら
ず
そ
の
見
棄
て
ら
れ

た
よ
う
な
立
場
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ァ
が
︑

必
然
的
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
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と
に
な
ろ
う
︒
殊
に
漱
石
の
場
合
に
は
︑
彼
自
身
の
内
部
に
そ
の

立
場
の
醇
化
を
さ
ま
た
げ
る
封
建
的
な
も
の
の
残
り
か
す
も
相
当

多
く
︑
そ
の
或
る
部
分
に
は
上
記
の
通
り
彼
自
身
相
当
鋭
く
反
省

的
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
の
無
力
感
は
倍
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
わ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
そ
れ
が
そ
う
し
た
と

こ
ろ
か
ら
来
た
意
識
の
分
裂
や
無
力
感
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
以

上
︑
そ
れ
は
︑
そ
こ
に
追
い
こ
ま
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
当
時
の

知
識
人
が
︑
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
そ
の
生
の
新
し
い
方
向
を
決
定

す
べ
き
︑
い
わ
ば
歴
史
的
な
課
題
へ
の
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
︒
だ
か
ら
そ
れ
は
︑
単
純
に
人
間
性
の
尊
重
や
人
間
味
の
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あ
り
が
た
さ
を
説
こ
う
す
る
も
の
よ
り
︑
明
か
に
一
歩
前
進
し
た

と
こ
ろ
に
そ
の
問
題
の
場
を
見
出
し
か
け
て
い
た
漱
石
で
あ
っ
た

こ
と
を
︑
思
わ
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
作
者
自
身
に
は
そ
の
点
へ
の
明
確
な

把
握
が
な
か
っ
た
ば
か
り
に
︑
そ
こ
に
意
識
的
な
追
求
の
焦
点
を

置
く
こ
と
が
出
来
ず
︑
た
だ
そ
の
昏
惑
に
焦
立
っ
て
︑
無
力
感
を

強
要
す
る
か
に
見
え
る
﹁
身
辺
の
状
況
﹂
に
︑
そ
の
こ
じ
れ
た
気

も
ち
を
叩
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
示
さ
れ

た
闘
い
に
も
︑
こ
の
期
と
し
て
は
十
分
進
歩
的
な
意
識
が
あ
り
︑

時
代
を
超
え
た
高
い
価
値
さ
え
認
め
ら
れ
た
に
相
違
な
い
け
れ
ど
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も
︑
こ
れ
は
や
は
り
漱
石
が
︑
彼
と
し
て
の
最
も
重
大
で
あ
り
根

本
的
で
あ
っ
た
問
題
を
︑
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
捉
え
か
ね
て
い
た

の
で
あ
る
こ
と
を
︑
物
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
い
う
も
の
を
見
つ
め
る
に
は
︑
彼
の
気
も
ち
は
ま
だ
あ
ま
り

に
泡
立
ち
過
ぎ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
︑
後
の
作
者
に

は
重
要
な
題
目
と
な
っ
た
も
の
の
多
く
に
︑﹃
猫
﹄
で
は
触
れ
て

い
な
が
ら
ま
だ
尽
さ
ぬ
か
た
ち
を
︑
示
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
の
だ
と
思
う
︒

例
え
ば
︑
人
間
の
虚
栄
心
と
か
ど
こ
ま
で
も
他
を
凌
ご
う
と
せ

ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
気
も
ち
と
か
そ
う
い
う
も
の
に
関
連
し
て
出
て
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来
る
問
題
と
か
の
場
合
で
あ
る
︒
第
七
節
の
﹃
猫
﹄
に
銭
湯
を
の

ぞ
か
せ
た
と
こ
ろ
で
︑
服
飾
の
底
止
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
発
達

か
ら
﹁
平
等
を
嫌
ふ
﹂
人
間
の
本
質
を
強
調
し
た
あ
げ
く
︑
着
物

を
ぬ
い
だ
裸
人
種
の
中
に
も
断
然
他
を
圧
せ
ず
に
は
い
な
い
﹁
超

人
﹂
を
出
現
さ
せ
て
い
る
あ
た
り
な
ど
を
︑
恐
ら
く
は
そ
の
頂
点

と
し
て
︑
そ
う
い
う
問
題
に
連
な
る
も
の
は
︑﹃
猫
﹄
の
通
篇
到

る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
︒
相
当
自
照
性
の
多
い
部
分
で
あ
っ
た

第
二
節
の
終
り
で
︑
迷
亭
の
首
吊
り
を
し
そ
こ
な
っ
た
話
や
寒
月

の
霊
の
感
応
の
話
に
負
け
ぬ
気
で
︑
芝
居
見
物
と
悪
寒
の
話
を
苦

沙
彌
に
持
出
さ
せ
た
あ
げ
く
︑﹁
要
す
る
に
主
人
も
寒
月
も
迷
亭
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も
太
平
の
逸
民
で
︑
彼
等
は
絲
瓜
の
如
く
風
に
吹
か
れ
て
超
然
と

澄
ま
し
切
っ
て
居
る
様
な
も
の
の
︑
其
実
は
矢
張
り
娑
婆
気
も
あ

り
慾
気
も
あ
る
︒
競
争
の
念
︑
勝
た
ふ
勝
た
ふ
の
心
は
彼
等
が
日

常
の
談
話
中
に
も
ち
ら
ち
ら
と
ほ
の
め
い
て
︑
一
歩
進
め
ば
彼
等

が
平
常
罵
倒
し
て
居
る
俗
物
共
と
一
つ
穴
の
動
物
と
な
る
﹂
と
き

め
つ
け
て
い
る
の
な
ど
︑
い
う
う
ち
で
も
目
に
つ
く
も
の
で
あ
ろ

う
し
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
気
も
ち
が
最
後
の
章
で
あ
る

第
十
一
節
で
は
︑
消
極
主
義
の
悟
り
に
徹
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て

い
る
獨
仙
に
さ
え
︑
迷
亭
と
の
碁
に
相
当
の
争
気
と
執
着
と
を
発

揮
さ
せ
て
︑﹁
悟
っ
た
様
で
も
獨
仙
君
の
足
は
矢
張
り
地
面
の
外
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は
踏
ま
ぬ
﹂
と
︑
悲
し
く
つ
き
放
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
人
間
の
﹁
我
﹂
な
い
し
﹁
我
執
﹂
と
し
て
︑
後
年
の
作

者
が
特
に
鋭
く
追
求
し
て
見
せ
た
題
目
が
︑
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に

既
に
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ず
あ
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
意
味
で
は
︑
こ
れ
は
自
意
識
に
と
も
な
う
人
間
省
察
と
し

て
︑
即
時
代
的
な
新
し
い
文
学
的
主
題
を
提
示
し
た
も
の
と
も
見

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
は
っ
き
り
主
張
化
さ
れ
た
の
は

も
少
し
後
の
こ
と
で
︑﹃
猫
﹄
の
作
者
と
し
て
は
︑
そ
う
い
う
主

題
に
即
し
て
新
し
い
人
間
建
設
を
思
う
た
め
の
沈
潜
に
向
か
う
こ

と
よ
り
︑
そ
の
勝
と
う
凌
ご
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
来
る
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︱
と
作
者
の
解
釈
す
る

︱
人
間
文
化
の
発
展
に
対
す
る
︑
否

定
的
な
感
懐
を
述
べ
る
に
急
な
態
度
の
方
に
︑
よ
り
多
く
傾
い
て

い
た
の
で
あ
る
︒
第
六
節
の
冒
頭
で
︑
人
間
衣
食
の
繁
雑
さ
や
髪

の
手
入
れ
の
馬
鹿
々
々
し
い
ほ
ど
の
複
雑
さ
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
あ
た
り
や
︑
そ
れ
を
人
間
の
虚
栄
心
と
結
び
つ
け
た
上
記
第
七

節
の
服
飾
発
達
史
観
な
ど
︑
い
ず
れ
も
そ
う
い
う
も
の
の
戯
れ
め

か
し
た
表
現
と
い
え
よ
う
︒
そ
う
し
て
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
︑
笑

い
に
ぼ
か
し
た
か
た
ち
な
が
ら
に
︑
一
面
的
な
強
調
に
過
ぎ
る
意

見
を
敢
て
押
出
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
︑
自
照
性
と
か
新
し
い
主

題
に
即
し
て
の
沈
潜
と
か
い
う
も
の
か
ら
は
離
れ
て
︑
か
え
っ
て
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﹁
身
辺
の
状
況
﹂
へ
の
侮
蔑
と
反
撥
と
に
焦
立
っ
て
い
た
当
時
の

漱
石
が
︑
何
も
か
も
否
定
的
に
し
か
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
気
も
ち
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
︑
強
く
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
か
た
が
た
︑
一
方
か
ら
い
え
ば
自
己
の

絶
対
を
信
じ
て
︑
自
我
の
実
現
に
生
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
た
漱
石
と
す
れ
ば
︑
こ
う
い
う
否
定
的
な
見
方
に
ば
か
り
着
す

る
こ
と
が
︑
相
当
の
矛
盾
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う

な
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒

が
︑
そ
う
い
う
点
の
ど
こ
に
も
あ
ま
り
沈
潜
的
で
あ
ろ
う
と
し

な
か
っ
た
作
者
は
︑
問
題
を
そ
う
い
う
点
で
深
く
掘
下
げ
る
か
わ
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り
に
︑た
だ
激
情
的
な
反
撥
を
の
み
猛
烈
に
示
し
続
け
た
あ
げ
く
︑

獨
仙
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
消
極
的
な
生
の
工
夫
を
︑
か
な
り
安

易
に
こ
れ
と
対
置
し
た
の
で
あ
る
︒
勝
と
う
勝
と
う
と
す
る
意
欲

に
か
ら
れ
て
︑
激
情
的
な
踊
り
を
踊
り
続
け
て
い
た
苦
沙
彌
が
︑

そ
の
激
動
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
中
学
生
と
の
滑
稽

な
対
抗
戦
に
疲
れ
て
︑
ふ
と
自
省
的
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
強
く
提

示
さ
れ
は
じ
め
た
東
洋
的
な
心
境
鍛
練
主
義
が
︑
苦
沙
彌
が
そ
れ

に
の
め
り
こ
ん
で
迷
亭
の
叔
父
さ
ん
の
修
養
論
に
ま
で
感
心
す
る

の
を
迷
亭
に
笑
わ
れ
る
可
笑
し
み
な
ど
を
経
て
︑
最
後
の
章
で
は

獨
仙
の
き
っ
ぱ
り
し
た
西
洋
否
定
論
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
の
で
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あ
る
︒夫

だ
か
ら
西
洋
の
文
明
杯
は
一
寸
い
ゝ
や
う
で
も
つ
ま
り
駄
目

な
も
の
さ
︒
之
に
反
し
て
東
洋
ぢ
ゃ
昔
か
ら
心
の
修
行
を
し
た
︒

そ
の
方
が
正
し
い
の
さ
︒
見
給
へ
︑
個
性
発
展
の
結
果
み
ん
な
神

経
衰
弱
を
起
こ
し
て
︑
始
末
が
つ
か
た
く
な
っ
た
時
︑
王
者
の
民

蕩
々
た
り
と
云
ふ
旬
の
価
値
を
始
て
発
見
す
る
か
ら
︒
無
為
に
し

て
化
す
と
云
ふ
語
の
馬
直
に
出
来
な
い
事
を
悟
る
か
ら
︒

こ
こ
ま
で
来
る
と
問
題
が
そ
れ
自
身
と
し
て
つ
き
つ
め
ら
れ
る

か
わ
り
に
︑
は
っ
き
り
と
﹁
東
洋
と
西
洋
﹂
と
の
問
題
に
置
き
か

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
よ
う
︒
し
か
も
︑
或
る
意
味
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で
騒
音
と
激
動
の
二
十
世
紀
を
嫌
っ
て
東
洋
的
静
穏
に
ひ
か
れ
て

い
た
漱
石
が
︑
獨
仙
の
消
極
論
に
傾
こ
う
と
す
る
気
も
ち
を
相
当

強
く
示
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
否
定
す
べ
く
も
な
い
の

で
あ
っ
た
︒

﹁
身
辺
の
状
況
し
に
反
撥
し
て
焦
立
ち
き
っ
て
い
た
漱
石
と
し

て
︑
そ
れ
は
一
面
是
非
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
が
︑

そ
う
し
て
彼
自
身
の
気
も
ち
の
中
で
は
片
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
︑
そ
の
点
へ
の
疑
惑
な
ど
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
せ
っ

か
く
そ
う
し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
東
洋
と
西
洋
と
の
問
題

に
も
︑
作
者
を
し
て
さ
ま
で
深
く
立
入
ら
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
こ
こ
で
も
ま
た
例
の
無
力
感

が
強
く
は
た
ら
い
て
︑
そ
れ
が
そ
う
し
た
沈
潜
へ
の
努
力
を
二
重

に
割
引
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
見
給
え
︑
作
者
は
そ
の
対
立

を
上
記
の
よ
う
な
獨
仙
の
言
葉
で
し
め
く
く
っ
た
後
に
︑﹁
然
し

悟
っ
た
っ
て
非
時
は
も
う
仕
様
が
な
い
﹂
と
い
う
︑
投
出
し
き
っ

た
無
力
感
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
最

後
の
死
ん
だ
方
が
楽
だ
︑﹁
不
可
思
議
の
太
平
に
入
る
﹂
の
だ
と

い
う
段
取
り
を
︑
容
易
に
よ
び
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
そ
こ
に

極
め
て
非
自
主
的
な
︑
封
建
的
支
配
に
甘
ん
ず
る
気
も
ち
が
露
骨

に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
こ
の
獨
仙
の
言
葉
な
ど
︑
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す
で
に
彼
自
身
の
持
つ
封
建
的
残
滓
へ
の
鋭
い
自
意
識
と
嫌
悪
と

を
示
し
て
い
た
作
者
に
も
少
し
厳
し
い
沈
潜
が
あ
っ
た
ら
︑
或
は

容
易
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
︑
そ
の
立
場
と
こ
う
し
た
悟

り
に
ひ
か
れ
る
気
も
ち
と
の
矛
眉
な
ど
も
︑
作
者
に
よ
っ
て
正
し

く
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
し
︑
そ
れ
に
つ
れ
て

東
洋
と
西
洋
の
問
題
な
ど
も
︑
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
以
上
の
真

剣
な
追
求
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
と
思

う
︒
そ
れ
が
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
焦
立
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
の
芯
に
は
ま
だ
片
づ
い
た
も
の
が
あ
っ
て
︑
作
者
の
自
照
が

ま
だ
そ
こ
ま
で
は
届
か
な
か
っ
た
上
に

結
局
は
無
力
感
で
そ
の
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問
題
を
手
軽
く
打
切
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ

れ
が
作
者
の
そ
の
後
の
コ
ー
ス
を
決
定
す
る
上
に
重
大
な
は
た
ら

き
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
︑
転
換
期
故

に
知
識
人
が
そ
の
態
度
の
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
の
時
代
と
し

て
︑
東
洋
と
西
洋
と
の
対
決
な
ど
も
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
明
か
に
そ
の
課
題
に
触
れ
た
の
で
あ

っ
た
﹃
猫
﹄
が
︑
結
局
そ
の
対
比
を
た
だ
一
応
の
も
の
と
し
て
示

し
た
だ
け
で
︑
よ
り
以
上
の
追
求
を
打
切
っ
た
か
た
ち
の
も
の
と

な
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
︑
ず
い
ぶ
ん
惜
し
ま
れ

て
い
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
自
照
性
の
未
だ
し
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さ
や
無
力
感
が
︑﹃
猫
﹄
を
そ
の
歴
史
的
な
場
に
お
い
て
担
っ
た

役
割
を
果
す
上
で
十
分
と
は
い
え
ぬ
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

が
︑
こ
う
し
て
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
︒
同
じ
こ
と
が
︑
こ
れ
も
ま
た
後

年
の
作
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
題
目
の
一
つ
と
な
っ
た
︑
人
間
に

内
在
す
る
無
意
識
の
力
に
対
す
る
怖
れ
の
問
題
に
も
︑
ち
ょ
っ
と

触
れ
か
け
な
が
ら
や
は
り
軽
く
そ
の
上
を
滑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

結
果
を
生
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
第
五
節
の
下
女
の
﹁
歯
軋

り
﹂
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
︒
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私
は
生
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
歯
軋
り
を
し
た
覚
え
は
御

座
い
ま
せ
ん
と
強
情
を
張
っ
て
︑
決
し
て
直
し
ま
せ
う
と
も
御
気

の
毒
で
御
座
い
ま
す
と
も
云
は
ず
︑
只
そ
ん
な
覚
え
は
御
座
い
ま

せ
ん
と
主
張
す
る
︒
成
程
寝
て
居
て
す
る
芸
だ
か
ら
覚
え
は
な
い

に
違
ひ
な
い
︒
然
し
事
実
は
覚
え
が
な
く
と
も
存
在
す
る
事
が
あ

る
か
ら
困
る
︒
世
の
中
に
は
悪
い
事
を
し
て
居
り
な
が
ら
︑
自
分

は
何
処
ま
で
も
善
人
だ
と
考
へ
て
居
る
も
の
が
あ
る
︒
是
は
自
分

が
罪
が
な
い
と
自
信
し
て
居
る
の
だ
か
ら
無
邪
気
で
結
構
で
は
あ

る
が
︑
人
の
困
る
事
実
は
如
何
に
無
邪
気
で
も
滅
却
す
る
訳
に
は

行
か
ぬ
︒
か
う
云
ふ
紳
士
淑
女
は
此
下
女
の
系
統
に
属
す
る
の
だ
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と
思
ふ
︒

あ
く
ま
で
も
そ
う
い
う
角
度
に
ひ
き
つ
け
て
漱
石
の
全
作
品
を

検
討
し
よ
う
と
し
た
瀧
澤
克
巳
の
﹃
夏
目
漱
石
﹄
が
︑
そ
の
意
味

の
も
の
と
し
て
引
用
し
て
い
る
通
り
︑﹁
覚
え
が
な
く
て
も
存
在

す
る
事
が
あ
る
か
ら
困
る
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
か
な
り
怖
ろ
し

い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
に
は
人
間
の
理
性

や
意
識
を
裏
切
る
無
意
識
的
活
動
の
怖
ろ
し
さ
の
問
題
が
︑
お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら
揺
曳
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
︒
自

分
が
無
意
識
の
う
ち
に
何
を
仕
出
す
か
わ
か
ら
ぬ
人
間
だ
と
思
う

こ
と
は
︑
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
怖
れ
を
抱
か
せ
ず
に



77

は
置
か
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
を
何
も
の
か
の
力
が
人
間
を

あ
や
つ
り
動
か
し
て
心
に
も
な
い
行
動
に
走
ら
せ
る
の
だ
と
思
え

ば
︑人
間
の
無
力
さ
が
痛
感
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒

そ
う
し
て
し
か
も
漱
石
が
そ
う
い
う
怖
れ
と
無
縁
の
人
で
な
か
っ

た
こ
と
は
︑
早
く
明
治
二
十
九
年
の
十
月
︑
彼
が
当
時
勤
め
て
い

た
五
高
の
雑
誌
に
︑﹃
人
生
﹄
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
︑
明
瞭
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

人
生
は
心
理
的
解
剖
を
以
て
終
結
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
︑
又
直

覚
を
以
て
観
破
し
了
す
べ
き
に
あ
ら
ず
︑
わ
れ
は
人
生
に
於
て
是

等
以
外
に
一
種
不
可
思
議
の
も
の
あ
る
べ
き
を
信
ず
︑
所
謂
不
可
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思
議
と
は
︵
中
略
︶︑
わ
れ
手
を
振
り
目
を
揺
か
し
て
︑
而
も
其
の

何
の
故
に
手
を
振
り
目
を
揺
か
す
か
を
知
ら
ず
︑
因
果
の
大
法
を

蔑
に
し
︑
自
己
の
意
思
を
離
れ
︑
卒
然
と
し
て
起
り
︑
驀
地
に
来

る
も
の
を
謂
ふ
︑
世
俗
之
を
名
づ
け
て
狂
気
と
呼
ぶ
︑
狂
気
と
呼

ぶ
固
よ
り
不
可
な
し
︑
去
れ
ど
も
此
種
の
所
為
を
目
し
て
狂
気
と

な
す
者
共
は
︑
他
人
に
対
し
て
か
ゝ
る
不
敬
の
称
号
を
呈
す
る
に

先
立
っ
て
︑
己
等
亦
曾
て
狂
気
せ
る
事
あ
る
を
自
認
せ
ざ
る
可
ら

ず
︑

何
時
に
て
も
狂
気
し
得
る
資
格
之
有
す
る
動
物
な
る
事
を

承
知
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒︵
中
略
︶
蓋
し
人
は
夢
を
見
る
も
の
な
り
︑

思
ひ
も
寄
ら
ぬ
夢
を
見
る
も
の
な
り
︑
覚
め
て
後
冷
汗
背
に
冷
く
︑
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茫
然
自
失
す
る
事
あ
る
も
の
な
り
︑
夢
な
ら
ば
と
一
笑
に
附
し
去

る
も
の
は
︑
一
を
知
っ
て
二
を
知
ら
ぬ
も
の
な
り
︑
夢
は
必
し
も

夜
中
臥
床
の
上
に
の
み
見
舞
に
来
る
も
の
に
あ
ら
ず
︑
青
天
に
も

白
日
に
も
来
り
︑
大
道
の
真
中
に
て
も
来
り
︑
衣
冠
束
帯
の
折
だ

に
容
赦
な
く
闥
を
排
し
て
闖
入
し
来
る
︑
機
微
の
際
忽
然
と
し
て

吾
人
を
愧
死
せ
し
め
て
︑
其
来
る
所
固
よ
り
知
り
得
べ
か
ら
ず
︑

其
去
る
所
亦
尋
ね
難
し
︑
而
も
人
生
の
真
相
は
半
ば
此
夢
中
に
あ

っ
て
隠
約
た
る
も
の
な
り
︒︵
中
略
︶
願
は
く
ば
人
豈
自
ら
知
ら
ざ

ら
ん
や
杯
い
ふ
も
の
を
し
て
︑
誠
実
に
其
心
の
歴
史
を
書
か
し
め

ん
︑
彼
必
ず
自
ら
知
ら
ざ
る
に
驚
か
ん
︒
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松
山
に
行
く
前
か
ら
何
か
し
ら
漱
石
の
心
に
深
い
悩
み
が
あ
っ

て
︑そ
れ
が
彼
を
鎌
倉
の
禅
寺
に
ま
で
行
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑

そ
れ
な
ど
も
或
は
こ
う
い
う
怖
れ
と
つ
ら
な
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
漱
石
は
明
か
に
意
識
以
上
の
自

己
を
怖
れ
る
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒そ
う
い
う
も
の
の
露
頭
が
︑

当
面
の
対
象
た
る
﹃
猫
﹄
の
一
節
に
︑
微
に
出
て
い
な
い
と
は
む

ろ
ん
い
え
な
い
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
ん
な
風
に
い
え
ば
︑
そ
れ
が
些
か
強
調
的
に
過
ぎ
る
こ

と
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
置
か
ぬ
で
あ
ろ
う
ほ
ど
︑
こ
の
一
節
の
記

述
は
安
易
な
も
の
に
な
り
過
ぎ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
第
一
そ
れ
は
こ
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の
部
分
に
こ
の
程
度
の
微
な
露
頭
を
見
せ
て
い
る
だ
け
で
︑
或
る

程
度
沈
痛
な
気
分
の
あ
る
後
半
に
は
︑
こ
の
問
題
は
つ
い
に
顔
を

出
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
必
然
的
に
無
力
感
と
連
な
る

も
の
で
あ
る
だ
け
に
︑
例
の
朝
飯
を
食
う
子
供
た
ち
を
眺
め
て
手

を
こ
ま
ね
い
て
し
ま
う
あ
た
り
に
︑
連
関
す
る
も
の
が
多
少
顔
を

出
し
か
け
て
い
る
の
か
と
思
う
が
︑
そ
れ
も
た
だ
︑

人
間
の
定
義
を
云
ふ
と
外
に
何
も
な
い
︒
只
入
ら
ざ
る
事
を
捏

造
し
て
自
ら
苦
し
ん
で
居
る
者
だ
と
云
へ
ば
︑
夫
で
充
分
だ
︒

と
い
う
︑
沈
痛
な
調
子
を
孕
ん
だ
だ
け
の
い
い
棄
て
に
過
ぎ
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
無
力
感
と
必
然
的
に
結
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び
つ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
そ
の
無
力
感
に
対
し
て
十
分

意
識
的
な
追
求
の
目
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
作
者
は
︑
や
は
り
必

然
的
に
︑
そ
の
問
題
に
つ
い
て
意
識
的
に
掘
下
げ
て
行
こ
う
と
す

る
ほ
ど
の
関
心
も
な
か
っ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
︒
そ
の
問
題
に
無
縁
な
人
で
は
な
か
っ
た
上
︑
そ
れ
と
な

く
そ
の
露
頭
に
は
触
れ
て
い
な
が
ら
︑﹃
猫
﹄
の
作
者
と
し
て
の

漱
石
は
︑
こ
う
し
て
そ
れ
を
意
識
的
な
追
求
の
対
象
と
す
る
ほ
ど

の
︑自
分
の
世
界
へ
の
沈
潜
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

自
照
性
へ
の
不
徹
底
が
重
大
な
問
題
を
逸
し
て
い
る
こ
と
の
例

は
︑
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
見
出
さ
れ
る
わ
け
だ
ろ
う
と
思
う
︒
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そ
う
い
う
点
の
ほ
か
に
も
︑﹃
猫
﹄
は
ず
い
ぶ
ん
局
面
の
広
い
︑

そ
れ
だ
け
数
多
く
の
問
題
を
含
ん
だ
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
も
︑
以
上
の
よ
う
に
調
べ
て
来
る
と
︑
そ
れ
が
︑
そ
こ
に
含

ま
れ
て
い
る
も
の
の
多
端
で
あ
っ
た
ほ
ど
に
は
︑
そ
の
多
端
な
も

の
を
掘
下
げ
よ
う
と
す
る
努
力
は
示
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
︑
自
然
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
作
者

自
身
の
当
面
し
て
い
る
問
題
と
取
組
ん
で
︑
一
歩
で
も
半
歩
で
も

そ
れ
を
打
開
し
て
出
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
近
代
文
学
の
第
一

義
が
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑﹃
猫
﹄
が
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
到
ら

ぬ
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
苦
悶
を
笑
い
に
流
し
て
し
ま
っ
た
作
品
で
あ
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っ
た
こ
と
も
︑ま
た
恐
ら
く
自
然
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

さ
ま
ざ
ま
な
対
象
へ
の
怒
り
は
孕
ん
で
い
て
も
︑﹁
我
等
い
か
に

生
く
べ
き
か
﹂
の
問
題
が
︑
そ
こ
で
は
ま
だ
作
者
自
身
当
面
の
文

学
的
営
為
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
分
裂
し

な
が
ら
も
一
方
に
打
砕
か
れ
ぬ
立
場
を
持
っ
て
い
た
作
者
に
は
︑

ま
だ
そ
う
い
う
要
請
が
生
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の
だ
と
も
い
え

よ
う
︒
分
裂
と
自
意
識
の
誕
生
を
必
至
と
す
る
状
勢
を
一
方
に
持

ち
な
が
ら
︑
人
間
主
義
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
が
な
お
一
応
は

進
歩
的
な
︑
自
信
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
っ
た
時
代
の
性
格
が
︑

そ
こ
に
微
妙
に
反
映
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ
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う
し
た
反
映
だ
け
に
と
ど
め
て
︑
そ
こ
に
厳
し
い
追
求
を
向
け
て

い
な
か
っ
た
点
で
は
︑﹃
猫
﹄
は
か
な
り
不
徹
底
な
︑
底
の
浅
い

作
品
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

尤
も
︑
そ
れ
は
一
つ
に
は
こ
の
作
が
︑
も
と
も
と
可
笑
し
み
を

ね
ら
う
の
を
建
前
と
し
た
俳
諧
文

︱
作
者
の
意
識
で
は
写
生
文

だ
が
︑
こ
れ
は
む
し
ろ
俳
諧
と
い
う
言
葉
の
原
義
を
そ
の
ま
ま
滑

稽
文
と
見
た
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

︱
と
し
て
︑
極
め
て
軽
い

気
も
ち
の
戯
れ
書
き
と
し
て
書
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︑
そ

の
点
か
ら
の
制
約
を
最
後
ま
で
脱
け
き
れ
な
か
っ
た
結
果
だ
っ
た

と
も
見
ら
れ
る
︒作
者
自
身
も
そ
の
こ
と
は
筆
に
し
て
い
た
通
り
︑
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﹃
猫
﹄
は
は
じ
め
と
終
り
と
で
は
か
な
り
調
子
の
違
っ
た
も
の
に

な
っ
て
居
り
︑
終
り
に
な
る
ほ
ど
正
面
き
っ
た
調
子
や
自
照
性
も

色
濃
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
上
記
の
通
り
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
作

品
と
し
て
の
姿
勢
を
全
然
変
え
た
も
の
に
な
り
得
な
か
っ
た
の

は
︑
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
な
の
だ
か
ら
︒
そ
う
し

て
そ
う
い
う
姿
勢
を
構
え
る
と
な
れ
ば
︑
元
来
が
江
戸
っ
子
育
ち

の
︑
戯
作
者
好
み
の
技
術
な
ど
に
も
ひ
き
つ
け
ら
れ
や
す
い
も
の

を
多
く
持
っ
て
い
た
作
者
の
性
向
と
才
能
と
が
︑
縦
横
に
発
揮
さ

れ
る
こ
と
に
な
ら
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
を
主

と
し
て
そ
う
い
う
滑
稽
文
学
と
し
て
の
面
か
ら
見
よ
う
と
し
て
い
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た
森
田
草
平
の
﹃
漱
石
の
文
学
﹄
に
は
︑
こ
れ
を
ス
タ
ー
ン
の
滑

稽
文
学
﹃
ト
リ
ス
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ー
﹄
な
ど
と
関
係
づ
け
て
説

明
し
て
い
る
し
︑
一
般
に
笑
い
の
多
い
英
文
学
に
示
唆
さ
れ
た
も

の
は
む
ろ
ん
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
反
面
作
者
は
正
岡
子
規
な
ど

と
一
し
ょ
に
好
ん
で
寄
席
な
ど
に
も
出
入
し
て
い
た
し
︑
彼
に
よ

せ
た
手
紙
や
そ
の
俳
諧
に
は
化
政
度
的
な
戯
作
的
表
現
に
傾
い
た

も
の
さ
え
少
く
は
な
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
人
で
あ
っ
た
上
に
︑
こ

の
作
者
に
は
傾
く
と
な
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
深
く
耽
ら
ず
に
は
い
ら

れ
ぬ
よ
う
な
性
質
も
相
当
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
も
と
も
と
俳

諧
的
な
軽
い
滑
稽
文
を
意
図
し
て
筆
を
と
り
は
じ
め
ら
れ
た﹃
猫
﹄
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は
︑
当
然
そ
う
し
た
好
笑
趣
味
を
色
濃
く
塗
沫
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
︑
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
近
代
日
本
文
学
史
上
に
類
例
を
見

ぬ
ほ
ど
の
も
の
に
さ
え
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
と
こ

ろ
に
示
さ
れ
た
作
者
の
縦
横
の
才
も
む
ろ
ん
珍
重
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
が
︑
一
面
そ
れ
が
上
記
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
来
た
作
品

の
底
の
浅
さ
と
か
ら
み
合
っ
て
︑﹃
猫
﹄
を
結
局
一
つ
の
戯
作
に

過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
︑
そ
ん
な
印
象
を
持
つ
も
の
に

し
た
の
も
争
え
ぬ
こ
と
だ
っ
た
︒
そ
の
各
部
分
が
極
め
て
短
時
日

に
書
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
︑
記
述
の

前
後
に
矛
盾
や
撞
著
の
相
当
多
い
も
の
で
あ
る
点
か
ら
い
っ
て
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も
︑
こ
れ
が
か
な
り
安
易
に
書
き
流
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

も
︑
否
定
出
来
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
︑﹃
猫
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
反
撥
や
諷

刺
に
は
︑
は
げ
し
く
奇
警
な
も
の
は
あ
っ
て
も
︑
じ
っ
く
り
と
抑

え
て
行
く
も
の
の
強
さ
や
底
力
の
感
じ
は
な
か
っ
た
︒
一
般
民
衆

や
女
性
を
罵
殺
し
よ
う
と
し
た
作
者
の
筆
は
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
更
に
一
歩
を
進
め
て
︑
知
識
人
同
志
の
間
に
さ
え
新
旧
の
乖

離
を
認
め
て
︑
そ
の
両
者
を
こ
も
ご
も
に
譏
笑
し
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
進
ん
だ
︒
そ
う
し
て
そ
の
あ
げ
く
に
は
︑

新
時
代
の
個
性
尊
重
を
さ
え
諷
刺
し
︑
自
分
自
身
を
ま
で
滑
稽
化
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し
て
い
た
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
︑
こ
の
作
に
は
前
に
も
書
い
た
通

り
作
者
の
視
野
に
入
る
ほ
ど
の
も
の
は
す
べ
て
こ
れ
を
非
難
し
嘲

笑
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
の
趣
さ
え
著
し
か
っ
た
︒
見

て
来
た
通
り
に
西
洋
や
新
し
い
文
化
の
あ
り
方
を
否
定
し
て
い
る

筆
が
︑
急
転
し
て
﹁
余
り
日
本
人
を
え
ら
い
者
と
思
っ
て
は
い
け

な
い
﹂
と
な
っ
て
い
た
り
︑
そ
の
延
長
で
あ
る
か
の
よ
う
に
大
和

魂
論
議
の
流
行
を
揶
揄
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
の
を
思
う
だ

け
で
も
︑
そ
の
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
さ
れ
よ
う
︒
そ
の
触
れ
る
も

の
す
べ
て
を
斬
ら
ず
に
は
お
か
ぬ
よ
う
な
態
度
が
︑
人
生
に
侮
蔑

と
絶
望
ば
か
り
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
正
宗
白
鳥
に
︑
こ
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の
作
に
対
す
る
相
当
強
い
共
感
の
言
葉
を
さ
え
吐
か
せ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
漱
石
の
反
撥
的
な
怒
り
の
は
げ
し
さ
が
想
像
さ
れ
る
わ

け
だ
が
︑
し
か
し
そ
う
い
っ
て
も
こ
こ
に
白
鳥
風
の
根
深
い
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
反
対
に
ま
だ
決
し
て
絶
望
し
て

い
る
の
で
は
な
い
漱
石
が
︑
た
だ
焦
れ
て
癇
癪
を
叩
き
つ
け
て
い

る
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
︑
そ
の
観
察
も
非
難
も
多
く
は
一
面

的
に
強
調
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
︑
そ
れ
だ
け
ヒ
ス
テ
リ

カ
ル
な
は
げ
し
さ
は
感
じ
さ
せ
て
も
︑
じ
っ
く
り
抑
え
た
も
の
の

力
強
さ
や
重
厚
さ
は
感
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
︒
前
に
も
あ
げ
た

文
化
発
達
史
観
や
そ
れ
に
関
連
し
た
裸
体
論
な
ど
に
し
て
も
︑
あ
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ま
り
に
傾
向
的
な
強
調
に
の
み
傾
き
過
ぎ
て
︑
重
厚
な
真
実
感
か

ら
は
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
最
後
の
章
で
あ
る
第
十

一
節
に
︑個
性
的
な
好
み
に
傾
き
過
ぎ
た
近
代
人
た
ち
の
生
活
が
︑

何
と
も
統
一
の
な
い
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
た
ち

を
︑具
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
あ
た
り
な
ど
に
し
て
も
︑

記
述
の
段
取
り
や
道
具
立
て
は
い
ろ
い
ろ
と
整
え
ら
れ
て
い
る
に

か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
い
う
世
界
の
頼
り
な
さ
や
悲
凉
さ
が
︑
ほ
ん

と
の
実
感
と
し
て
浮
び
上
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
な

ど
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
殊
に
は
っ
き
り
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
の
一

例
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
畔
柳
芥
舟
宛
の
書
翰
に
よ
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っ
て
︑
そ
れ
が
一
面
的
に
抽
象
さ
れ
た
観
念
の
強
調
で
あ
っ
た
こ

と
は
︑
作
者
自
身
も
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

だ
が
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
敢
て
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
実
情
や
実

感
に
即
し
て
こ
れ
を
正
し
く
描
き
生
か
そ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
︑
一
つ
の
観
念
的
な
設
定
を
充
た
す
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
条
件

を
そ
ろ
え
る
と
い
う
︑
作
者
の
作
品
構
成
上
の
特
徴
や
︑
の
め
り

こ
む
と
一
途
に
な
っ
て
わ
き
見
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
と

い
う
︑
作
者
の
気
質
的
な
特
徴
な
ど
も
考
え
ら
れ
て
い
い
こ
と
に

な
る
わ
け
だ
ろ
う
︒﹃
猫
﹄
の
場
合
に
は
︑
結
局
そ
う
い
う
気
質

的
な
特
徴
を
思
う
さ
ま
発
揮
し
て
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ
の
否
定
観
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や
譏
笑
ば
か
り
を
投
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
︑
こ
じ

れ
た
気
も
ち
を
持
て
あ
ま
し
て
い
た
漱
石
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

﹃
文
学
論
﹄
の
序
文
に
書
か
れ
て
い
た
ほ
ど
反
撥
一
途
な
の
で
は

な
く
︑
自
意
識
や
自
照
性
に
も
或
る
程
度
傾
い
て
い
な
が
ら
︑
そ

う
し
た
こ
じ
れ
や
一
面
的
な
情
感
を
一
途
に
放
散
せ
ず
に
は
い
ら

れ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
立
直
る
ま
で
の
こ
と
は
︑
や
は
り
出
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
そ
の
一
面
的
強
行
的
な
追
求
か
ら
は
み
出

し
た
と
こ
ろ
に
︑
し
ば
し
ば
作
者
の
意
図
以
上
の
も
の
が
顔
を
出

し
て
い
た
り
︑
そ
こ
に
後
年
の
発
展
を
見
る
べ
き
も
の
が
の
ぞ
か

れ
た
り
す
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
作
品
に
﹃
猫
﹄
が
な
っ
て
し
ま
っ
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た
の
だ
と
思
う
︒
含
み
と
し
て
は
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
て
そ

れ
が
ほ
ん
と
に
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
︑
そ
れ
を
必
至
と
す
る
ほ

ど
の
心
境
の
こ
じ
れ
を
強
い
た
時
代
の
困
難
さ
や﹁
身
辺
の
状
況
﹂

の
不
愉
快
さ
が
︑
そ
こ
に
端
的
に
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒

打
砕
か
れ
ぬ
信
念
と
み
じ
め
な
無
力
感
と
に
分
裂
し
て
い
な
が

ら
︑
そ
れ
を
必
至
と
す
る
客
観
的
状
勢
を
正
し
く
分
析
す
る
こ
と

も
出
来
ず
︑
そ
う
い
う
自
分
の
分
裂
を
深
く
見
つ
め
る
だ
け
の
沈

潜
も
な
か
っ
た
た
め
︑
は
げ
し
く
﹁
身
辺
の
状
況
﹂
に
反
撥
し
て
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い
な
が
ら
結
局
は
す
べ
て
を
笑
い
に
流
す
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
か

っ
た
こ
の
時
期
の
漱
石
は
︑
一
方
に
は
そ
う
し
た
自
分
の
苦
渋
や

悲
痛
さ
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
︑
美
し
い
夢
の
世
界
を

空
想
的
に
作
り
上
げ
て
い
た
︒﹃
漾
虚
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
七
つ

の
短
篇
の
う
ち
︑
そ
う
い
う
点
で
ま
ず
目
に
つ
く
の
が
﹃
幻
影
の

盾
﹄
と
﹃
薤
露
行
﹄
と
で
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
も
欧
州
中
世
の
騎
士

の
世
界
に
題
材
を
選
ん
だ
も
の
で
︑
作
者
の
技
癢
を
心
ゆ
く
ま
で

充
た
し
た
よ
う
な
︑
絢
爛
を
極
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

が
︑
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
っ
と
注
意
す
べ
き
こ
と
は
︑
そ
れ
ら

の
作
品
が
︑
い
か
に
も
﹁
礼
服
﹂
ら
し
く
︑
作
者
と
し
て
の
最
も
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中
心
的
な
要
求
を
︑
強
く
打
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
︒
そ
う
い
う
点
で
殊
に
は
っ
き
り
し
て
い
た
の
は
︑﹃
幻
影
の

盾
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
前
書
が
明
示
し
て
い
る
通
り
︑
こ
れ
は
﹁
一

心
不
乱
﹂
と
そ
の
可
能
性
と
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り

ま
ご
こ
ろ
は
通
ず
る
も
の
だ
と
い
う
観
念
の
形
象
化
で
あ
る
︒

﹃
猫
﹄
の
場
合
に
も
明
か
に
見
ら
れ
た
通
り
︑
誠
実
と
か
ま
こ
と

と
か
つ
き
つ
め
た
一
途
さ
と
か
い
う
も
の
を
何
よ
り
も
尊
ん
だ
漱

石
が
︑
そ
れ
の
持
つ
可
能
性
を
高
ら
か
に
歌
お
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒作
品
の
リ
ズ
ム
が
お
の
ず
か
ら
高
揚
し
た
も
の
に
な
り
︑

措
辞
も
ま
た
美
し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
だ
ろ
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う
と
思
う
︒
殊
に
︑
作
者
は
そ
れ
を
﹁
わ
が
国
の
風
俗
と
は
調
和

し
な
い
趣
向
﹂
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
外
国
の
︑
し
か
も

遠
い
昔
の
こ
と
と
し
た
上
︑
盾
の
神
秘
な
ど
借
り
て
縹
緲
た
る
雰

囲
気
の
中
に
語
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
こ
う
い
う
物
語
の
可
能
を
信

じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
直
ち
に
﹃
猫
﹄
の
世
界
を

想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
う
し
て
﹃
猫
﹄
に

示
さ
れ
た
よ
う
な
否
定
観
を
踏
ま
え
︑
そ
れ
に
強
く
抵
抗
し
て
い

る
の
で
あ
る
こ
と
が
︑
こ
の
作
の
調
子
を
い
よ
い
よ
高
い
も
の
に

し
て
い
る
の
だ
と
見
う
︒
こ
れ
こ
そ
は
正
に
﹃
猫
﹄
と
裏
表
の
関

係
に
あ
る
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
薤
露
行
﹄
の
方
は
︑
同
じ
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程
度
の
短
篇
な
が
ら
︑
そ
れ
が
五
齣
に
分
た
れ
て
ぃ
る
︒
そ
れ
だ

け
﹃
盾
﹄
よ
り
も
構
成
が
複
雑
だ
っ
た
︒
ア
ー
サ
ー
王
の
寵
妃
ギ

ニ
ギ
ァ
の
愛
人
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
︑
一
目
見
た
少
女
エ
レ
ー
ン
が

恋
す
る
︒
が
︑
ギ
ニ
ギ
ァ
の
愛
に
つ
な
が
れ
て
い
る
ば
か
り
か
︑

シ
ァ
ロ
ッ
ト
の
女
の
呪
を
も
受
け
て
い
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
︑
ト

ー
ナ
メ
ン
ト
の
帰
り
路
を
エ
レ
ー
ン
の
家
に
向
う
か
わ
り
に
︑
シ

ャ
ロ
ッ
ト
ヘ
の
本
街
道
を
驀
進
し
て
道
に
傷
つ
い
た
あ
げ
く
︑
謎

の
よ
う
な
遺
書
を
壁
に
遺
し
て
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

そ
れ
を
知
っ
た
エ
レ
ー
ン
は
︑﹁
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
こ
そ
誓
は
ざ
れ
︑

一
人
誓
へ
る
吾
の
渝
る
べ
く
も
あ
ら
ず
︒
二
人
の
中
に
成
り
立
つ
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を
の
み
誓
と
は
い
は
じ
︒
わ
れ
と
わ
が
心
に
ち
ぎ
る
も
誓
に
は
洩

れ
ず
︒
此
誓
だ
に
破
ら
ず
ば
と
思
詰
め
る
﹂︒
そ
う
し
て
食
を
断

っ
て
そ
の
誓
に
殉
ず
る
の
だ
が
︑
そ
う
し
た
彼
女
の
死
は
本
来
恋

仇
で
あ
る
は
ず
の
ギ
ニ
ギ
ァ
を
も
感
動
さ
せ
て
︑
熱
い
涙
を
彼
女

の
冷
た
い
死
頬
に
そ
そ
が
せ
る
︒
そ
こ
に
清
純
一
途
な
ま
こ
と
の

人
を
動
か
す
か
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
は
︑﹃
盾
﹄
と
ほ
と

ん
ど
同
巧
だ
が
︑
し
か
し
彼
女
の
一
途
に
思
い
つ
め
た
情
熱
も
ま

こ
と
も
︑
当
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
直
接
動
か
し
た
こ
と
に
は
な
っ

て
い
な
い
︒
彼
は
た
だ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
遅
れ
て
か
け
つ
け
る
事

情
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
す
る
た
め
だ
け
に
︑
彼
女
の
愛
の
し
る
し
で
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あ
る
紅
い
袖
を
そ
の
か
ぶ
と
に
巻
き
つ
け
た
に
過
ぎ
ず
︑
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
が
終
っ
た
時
に
は
も
う
彼
女
を
顧
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
点
に
こ
だ
わ
れ
ば
︑﹃
薤
露
行
﹄
と
い
う
表
題

は
︑
た
だ
一
途
な
ま
ご
こ
ろ
故
に
死
ん
だ
エ
レ
ー
ン
の
悲
し
い
美

し
さ
を
悼
む
た
め
ば
か
り
の
も
の
で
な
く
︑
そ
う
い
う
ま
ご
こ
ろ

の
通
ぜ
ぬ
世
界
の
悲
し
さ
を
詠
っ
た
挽
歌
の
意
を
も
こ
め
た
も
の

に
な
る
の
か
と
も
思
わ
れ
る
︒
と
す
れ
ば
こ
れ
は
﹃
盾
﹄
の
否
定

で
あ
り
︑﹃
猫
﹄
の
作
者
が
こ
こ
に
は
正
に
そ
の
ま
ま
の
顔
を
出

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

だ
が
︑
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
だ
け
で
は
ど
う
や
ら
落
着
き
き
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れ
ぬ
よ
う
な
も
の
が
︑
こ
の
作
の
複
雑
な
組
合
せ
の
中
に
は
な
お

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
元
来
﹃
ア
ー
サ
ー

物
語
﹄
の
ほ
か
に
テ
ニ
ソ
ン
の
作
品
を
も
参
照
し
た
も
の
だ
と
い

う
︵
小
宮
豊
隆
上

掲
書
参
照

︶
こ
と
だ
が
︑
そ
う
い
う
も
の
を
離
れ
て
漱
石
の
創

意
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
上
記
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
壁
上
に
の
こ
し

た
遺
書
に
︑﹁
罪
は
吾
を
追
ひ
︑
吾
は
罪
を
追
ふ
﹂
と
あ
っ
た
と

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

い
う
の
な
ど
が
︑
何
か
し
ら
意
味
深
く
重
大
な
も
の
を
含
ん
で
い

そ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
い
っ
て
も
︑
そ
の
す
ぐ
前
に
ア
ー
サ
ー
王
の
騎
士
た
ち
が
ギ

ニ
ギ
ァ
と
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
の
関
係
を
と
が
め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
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て
︑
そ
の
部
分
に
﹁
罪
﹂
と
い
う
小
見
出
し
が
つ
け
て
あ
る
の
だ

か
ら
︑
こ
の
遺
書
の
﹁
罪
﹂
も
単
純
に
そ
れ
を
指
し
示
す
も
の
と

見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
︒
と
す
れ
ば
問
題
は
極
め
て
簡
単
に
な
る

の
だ
が
︑
そ
れ
で
は
ま
た
そ
の
前
に
あ
る
シ
ヤ
ロ
ッ
ト
の
女
の
呪

と
い
う
も
の
が
一
向
意
味
を
持
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
人
の
世

の
住
み
う
さ
と
﹁
う
つ
ろ
ふ
﹂
恋
の
は
か
な
さ
と
を
歌
い
な
が
ら
︑

た
だ
鏡
に
映
る
人
の
世
の
影
だ
け
を
眺
め
て
暮
し
て
い
た
シ
ャ
ロ

ッ
ト
の
女
は
︑
現
身
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
一
目
見
て
す
ぐ
死
ぬ
の

だ
が
︑
そ
れ
が
エ
レ
ー
ン
の
死
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
の
は
恐

ら
く
疑
う
べ
く
も
あ
る
ま
い
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
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女
か
ら
来
る
呪
と
い
う
も
の
を
︑
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
お
け
る
罪
の

意
識
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
︑
ま
た
可
能
に
な
る
の
で
は

な
い
か
︒
一
瞥
故
に
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
を
殺
し
エ
レ
ー
ン
を
死
な

せ
る
︑
そ
こ
に
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
罪
が
あ
っ
た

と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
︒
先
に
見
て
来
た
通
り
︑
無

意
識
に
犯
す
罪
の
怖
ろ
し
た
と
い
う
も
の
に
︑﹃
猫
﹄
の
中
で
さ

え
触
れ
か
け
て
い
た
漱
石
だ
っ
た
︒
そ
う
い
う
角
度
か
ら
見
る
と

す
れ
ば
︑
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
の
呪
を
受
け
て
傷
つ
い
た
ラ
ン
ス
ロ

ッ
ト
は
︑
そ
れ
故
に
そ
の
清
純
な
情
熱
を
利
用
し
た
エ
レ
ー
ン
ヘ

の
罪
の
意
識
を
も
鋭
く
感
じ
て
︑
ギ
ニ
ギ
ャ
の
許
に
も
帰
ら
ず
さ
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ま
よ
い
出
た
の
だ
と
も
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
解
釈
し
た

と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
は
め
で
た
い
ば
か
り
の
話
に
は
な
ら
ぬ
わ
け
だ

が
︑
そ
れ
な
り
に
エ
レ
ー
ン
の
ま
こ
と
が
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
に
通
じ

た
こ
と
に
は
な
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
う
い
う
無
意
識
か
ら
来
る
も
の

の
怖
ろ
し
さ
と
か
人
間
を
動
か
す
力
の
不
思
議
さ
と
か
い
う
も
の

を
︑
一
応
感
じ
て
は
い
て
も
︑
そ
れ
を
鋭
く
意
識
的
に
追
求
し
よ

う
と
す
る
気
も
ち
は
示
し
て
い
な
か
っ
た
そ
の
頃
の
漱
石
だ
っ
た

上
に
︑
や
は
り
多
少
ギ
ニ
ギ
ァ
の
罪
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
こ
だ

わ
ら
ず
に
い
ら
れ
ぬ
気
も
ち
も
残
っ
て
い
た
た
め
︑
そ
の
間
の
叙

述
に
多
少
不
透
明
な
も
の
を
示
し
て
し
ま
い
は
し
た
も
の
の
︑
大
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体
の
意
図
は
結
局
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
︒
ギ
ニ
ギ
ァ
の
罪
に
こ
だ
わ
る
道
学
者
で
あ
る
よ
り
︑
夫
婦
と

い
う
関
係
以
上
に
恋
愛
の
真
実
や
自
然
の
力
強
い
こ
と
を
い
う
よ

う
な
人
で
あ
っ
た
後
年
の
漱
石
の
す
が
た
も
︑
す
で
に
こ
こ
に
顔

を
の
ぞ
か
せ
か
け
て
い
た
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
れ
が
ま
だ
十
分

明
確
な
観
念
的
把
握
に
ま
で
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た

︱
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
形
の
上
で
の
よ
い
ま
と
ま
り
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑﹃
猫
﹄
と
共
通
の
自
己
整
理
の
未
だ
し
さ
が
認
め
ら
れ
た
と

も
い
え
そ
う
な
作
品
な
の
で
あ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹃
盾
﹄
や
﹃
薤
露
行
﹄
に
は
︑
現
世
的
な



107

絶
望
を
見
て
い
る
が
故
に
︑
美
し
い
夢
や
そ
れ
の
可
能
な
世
界
を

空
想
し
て
い
た
作
者
の
す
が
た
が
︑
髣
髴
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
こ
に
︑
前
に
述
べ
た
新
し
い
浪
漫
主
義
へ
の
一
部
の
人
々
か
ら

の
期
待
と
い
う
の
と
は
別
に
︑
作
者
が
人
々
か
ら
新
浪
漫
主
義
の

作
家
と
称
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ
の
道
筋
へ
の
出
発
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
う
︒
現
実
へ
の
絶
望
か
ら
出
発
し
て
新
し
い
人
生
の

構
築
を
思
う
気
も
ち
の
萌
芽
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
作
者
は
︑
こ
の
﹃
盾
﹄
と
﹃
行
﹄
と
の
問
に
︑

﹃
琴
の
そ
ら
音
﹄
の
よ
う
な
作
品
を
も
発
表
し
て
い
た
︒
こ
れ
は

﹃
盾
﹄
や
﹃
行
﹄
と
は
違
っ
て
現
実
的
題
材
を
扱
っ
た
作
品
だ
が
︑
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こ
こ
に
は
︑
主
人
公
の
女
主
人
公
の
病
気
を
深
く
案
じ
た
ま
こ
と

が
相
手
に
強
く
ひ
び
い
て
︑
早
朝
夢
中
で
見
舞
に
行
っ
た
彼
が
︑

事
も
な
い
の
に
安
心
し
て
床
屋
に
寄
っ
て
い
る
間
に
︑
女
主
人
公

が
主
人
公
の
落
着
か
な
か
っ
た
様
子
を
案
じ
て
逆
に
見
舞
に
来
て

い
た
︑
そ
れ
で
﹁
天
下
の
春
を
七
円
五
十
銭
の
借
家
に
集
め
た
程

陽
気
な
光
景
﹂
が
現
前
す
る
ば
か
り
か
︑﹁
気
の
せ
ゐ
か
其
後
露

子
︵
女
主

人
公

︶
は
以
前
よ
り
一
層
余
︵
主
人
公
︶
を
愛
す
る
様
な
素
振

に
見
え
た
﹂
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
そ
ら

音
﹄
と
い
う
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
れ
が
真
実
と
か
ま
こ
と

と
か
と
い
う
も
の
の
相
手
を
動
か
す
力
を
描
い
た
︑
め
で
た
い
作
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品
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
﹁
霊
の

感
応
﹂
を
研
究
し
つ
つ
あ
る
主
人
公
の
友
人
も
︑﹁
夫
は
い
い
材

料
だ
︑
僕
の
著
書
中
に
入
れ
さ
せ
て
呉
れ
ろ
﹂
な
ど
と
い
い
出
す

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
猫
﹄
で
そ
う
い
う
も
の
の
全

然
通
用
し
な
い
世
界
と
見
て
焦
れ
た
り
憤
っ
た
り
し
て
い
た
作

者
︑﹃
幻
影
の
盾
﹄
で
は
そ
う
い
う
話
が
﹁
わ
が
国
の
風
俗
と
は

調
和
し
な
い
﹂
と
考
え
て
︑
そ
れ
故
に
美
し
く
調
和
的
な
世
界
を

遠
い
外
国
の
昔
に
空
想
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
作
者
が
︑
こ

こ
で
は
正
に
そ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
現
実
に
即
し
て
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
作
者
の
一
面
の
真
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
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以
上
︑﹃
猫
﹄
の
作
者
が
決
し
て
絶
望
的
な
暗
さ
に
ば
か
り
落
ち

こ
ん
で
い
た
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
る

わ
け
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

た
だ
︑
こ
う
い
う
世
界
を
柚
く
の
が
さ
す
が
に
幾
ら
か
照
れ
く

さ
か
っ
た
も
の
か
︑﹃
盈
虚
集
﹄
中
の
作
品
に
は
珍
し
く
︑
作
者

は
こ
こ
で
は
相
当
色
濃
い
戯
作
調
を
示
し
て
︑
半
分
は
冗
談
を
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
よ
う
な
趣
を
示
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
︑﹃
猫
﹄

を
書
き
﹃
盾
﹄
の
前
書
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
気
も
ち
と

連
な
る
も
の
が
︑な
お
幾
ら
か
揺
曳
さ
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
︑

こ
の
集
と
し
て
は
最
後
の
作
品
で
あ
る
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
に
行
く
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と
︑
そ
う
い
う
気
も
ち
の
こ
だ
わ
り
さ
え
も
う
す
っ
か
り
卒
業
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
祖
父
の
愛
情
が
孫
に
到
っ

て
実
を
結
ん
だ
か
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
好
き
な
女

を
殿
様
の
命
令
で
家
老
の
伜
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
男
の
孫
が
︑

そ
の
女
の
血
を
ひ
く
娘
を
一
目
見
て
恋
す
る
︑
し
か
も
彼
は
日
露

戦
争
の
た
め
召
集
さ
れ
て
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
︑
女
は
彼

の
愛
に
応
え
て
そ
の
墓
前
に
彼
の
好
き
な
白
い
豆
菊
の
花
を
手
向

け
て
い
た
と
い
う
︒縹
渺
た
る
雰
囲
気
や
盾
の
奇
蹟
の
か
わ
り
に
︑

こ
こ
に
は
同
じ
血
に
流
れ
る
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
が
︑
そ
の
神
秘
を

解
く
鍵
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
三
十
年
代
中
葉
か
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ら
こ
の
頃
に
か
け
て
︑
遺
伝
と
い
う
も
の
が
文
学
の
上
で
も
一
般

に
相
当
関
心
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ

が
こ
う
い
う
か
た
ち
で
生
か
さ
れ
た
の
を
見
る
と
︑
ま
こ
と
や
愛

情
が
い
ず
れ
は
貫
通
す
る
も
の
で
あ
る
世
界
の
め
で
た
さ
が
︑
科

学
的
に
証
明
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
殊
に
こ
の
作

が
︑
無
数
の
野
犬
が
戦
死
者
の
肉
を
く
ら
う
戦
場
の
怖
ろ
し
い
叙

述
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
だ
け
に
︑
そ
う
い
う
戦
慄
に
充
ち
た
怖

ろ
し
い
世
界
に
も
︑
こ
う
い
う
め
で
た
い
こ
と
は
あ
り
得
る
の
だ

と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
︑
そ
ん
な
感
じ
を
さ
え
そ
そ
ら
ず
に
は
い

な
い
の
で
あ
る
︒作
者
自
身
書
翰
の
中
な
ど
に
書
い
て
い
た
通
り
︑
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こ
れ
は
終
り
の
方
の
あ
わ
た
だ
し
い
︑
頭
で
っ
か
ち
の
作
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
だ
が
︑
そ
の
頭
で
っ
か
ち
な
と
こ
ろ
に
さ

え
︑
こ
の
作
を
書
こ
う
と
し
た
時
の
作
者
の
意
気
ご
み
が
︑
示
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹃
盾
﹄
や
﹃
薤
露
行
﹄

で
は
﹃
猫
﹄
に
つ
ら
な
る
否
定
観
に
似
た
も
の
を
引
き
ず
っ
て
い

た
作
者
が
︑﹃
琴
の
そ
ら
音
﹄
を
超
え
て
こ
の
作
で
そ
う
し
た
否

定
観
的
な
か
げ
り
を
す
っ
か
り
乗
越
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か

ら
︑
そ
れ
が
大
が
か
り
な
構
え
を
持
っ
た
作
品
に
な
ろ
う
と
し
た

の
も
︑
極
め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
同
時
に
︑
こ
の
作
は
︑
一
目
見
て
強
く
愛
著
す
る
と
い
う
よ
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う
な
︑
人
間
生
活
に
お
け
る
一
つ
の
神
秘
を
︑
極
め
て
合
理
的
に

解
明
し
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
無
意
識
に
人

間
を
動
か
す
力
が
︑単
純
に
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
︑

そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
客
観
的
に
探
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
︑
実
証
し
て
見
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
︒
無
意
識
の
活
動
と
か
実
存
の
根
抵
と
か
い
う
も
の
が
︑
単
な

る
神
秘
で
も
天
来
の
も
の
で
も
な
く
︑
人
間
生
存
の
歴
史
と
環
境

的
条
件
と
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
︑
そ
れ
を
少
く
と
も

髣
髴
さ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
︑
科
学
的
探
求
で
あ
っ
た
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
時
代
の
写
実
主
義
の
深
ま
り
が
一
面
科
学
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的
な
探
求
方
法
の
摂
取
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
自
然
主
義
の
歴
史
に

即
し
て
旧
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
︑
漱
石
も
ま
た

自
然
そ
う
し
た
時
代
的
潮
流
の
中
に
い
た
人
ら
し
い
歩
み
を
示
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
知
ら
れ
る
わ
け
だ
ろ
う
と
思
う
︒

た
だ
︑
そ
う
い
っ
て
も
漱
石
に
は
︑
こ
こ
に
示
さ
れ
た
態
度
を
更

に
拡
充
し
て
︑
前
に
度
々
触
れ
て
来
た
人
間
存
在
の
怖
れ
と
か
無

意
識
的
活
動
の
不
可
思
議
と
か
い
う
も
の
に
つ
い
て
︑
よ
り
全
面

的
に
科
学
的
な
探
求
の
目
を
向
け
て
行
こ
う
と
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
な
り
に
彼
の
写
実
主
義
が
だ
ん
だ

ん
に
科
学
的
な
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
の
発
端
は
︑
こ
こ
ら
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あ
た
り
に
認
め
ら
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
や

や
筋
ち
が
い
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
白
鳥
が
﹃
猫
﹄
に
共
感
的
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
こ
の
全
体
的
に
は
釣
合
の
悪
い
作
品
で
あ

っ
た
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
を
︑
徳
田
秋
聲
が
漱
石
初
期
の
作
品
中
で

は
特
に
推
奨
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
︑
つ
け
加
え
て
置
き

た
い
と
思
う
︒

が
︑
そ
れ
は
と
に
か
く
︑
こ
う
し
た
め
で
た
く
明
る
い
作
品
に

よ
っ
て
︑
人
生
の
可
能
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た

気
も
ち
を
︑
明
治
三
十
九
年
の
初
頭
に
示
し
た
漱
石
が
︑
次
い
で

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
の
よ
う
な
作
品
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
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い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
動
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
よ
う
︒
そ

こ
に
時
代
気
運
の
移
り
か
わ
り
が
作
用
し
て
い
た
の
は
す
で
に
述

べ
た
通
り
で
あ
っ
た
に
し
て
も
︑﹃
猫
﹄
の
作
者
が
一
面
自
意
識

や
無
力
感
故
に
よ
ろ
め
き
か
け
な
が
ら
も
︑
な
お
そ
の
本
来
の
立

場
を
見
失
う
ほ
ど
ニ
ヒ
ル
に
な
っ
て
い
た
の
で
な
い
こ
と
が
︑
い

よ
い
よ
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
一
面

絶
望
を
見
な
が
ら
そ
の
信
念
を
な
お
高
く
か
ざ
し
て
い
た
﹃
幻
影

の
盾
﹄
か
ら
こ
の
﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
ま
で
の
系
列
に
︑
そ
の
意
味

で
当
時
の
漱
石
の
明
る
か
っ
た
一
面
が
は
っ
き
り
跡
づ
け
ら
れ
る

わ
け
な
の
で
あ
る
︒
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け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
一
面
だ
け
に
は
安
住
し
き
れ
ぬ
の
を
必

至
と
す
る
気
も
ち
の
分
裂
を
︑
す
で
に
﹃
猫
﹄
に
お
い
て
あ
れ
ほ

ど
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
た
漱
石
だ
っ
た
︒
上
記
の
よ
う
な
美
し

い
夢
と
そ
れ
の
現
実
的
可
能
を
思
う
気
も
ち
を
裏
切
る
よ
う
な
も

の
が
︑
当
然
こ
の
﹃
漾
虚
集
﹄
の
中
に
も
含
ま
れ
ず
に
は
い
な
か

っ
た
︒﹃
倫
敦
塔
﹄
か
ら
﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
を
経
て
﹃
一

夜
﹄
に
到
る
系
列
が
︑
そ
れ
を
見
る
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

ま
ず
﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
は
︑
世
俗
の
躁
音
を
嫌
っ
て
素

朴
に
し
か
も
は
げ
し
く
生
き
た
カ
ー
ラ
イ
ル
の
生
涯
を
懐
し
み
な

が
ら
︑
そ
の
家
や
記
念
の
メ
ダ
ル
を
見
て
人
の
命
の
は
か
な
さ
を
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悼
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
が
︑
作
者
は
そ
こ
で
カ
ー
ラ
イ
ル

と
と
も
に
怒
る
と
か
嘆
く
と
か
い
う
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
彼
の
す

が
た
を
巨
細
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
く
︑
た
だ
彼

の
生
活
を
題
材
と
し
て
空
想
さ
れ
る
詩
興
を
︑
出
来
る
だ
け
豊
か

に
盛
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
夢
の
世
界
を
築
こ
う

と
し
た
﹃
盾
﹄
や
﹃
薤
露
行
﹄
の
そ
れ
と
並
ん
で
︑
漱
石
の
新
浪

漫
主
義
を
特
徴
づ
け
た
絶
望
的
な
人
生
に
対
す
る
一
つ
の
態
度

が
︑
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
は
所
与
の
題
材
の
含

む
問
題
の
場
を
一
歩
離
れ
て
︑
そ
れ
を
味
い
に
お
い
て
静
か
に
味

し
楽
し
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
所
与
の
題
材
に
よ
っ
て
好
み
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の
詩
味
を
作
り
上
げ
る

︱
そ
れ
を
現
実
的
な
苦
悩
や
絶
望
に
置

き
か
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
猫
﹄

に
も
見
ら
れ
た
観
念
的
設
定
を
充
た
す
た
め
に
︑
そ
の
材
料
を
適

宜
に
配
置
す
る
の
を
得
意
と
し
た
漱
石
の
技
法
が
︑
こ
こ
で
は
最

も
よ
く
生
か
さ
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
い
う
特
徴
の
期
せ
ず
し
て
ま
ず
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
た
の

が
︑﹃
倫
敦
塔
﹄
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
塔
を
見
物

し
た
折
の
記
憶
と
英
国
の
歴
史
や
文
学
に
対
す
る
豊
富
な
知
識
と

を
な
い
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
夢
と
現
実
と
の
と
け
合
っ
た

︱
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
す
べ
て
が
幻
想
化
さ
れ
た
よ
う
な
︑
美
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し
く
幽
暗
な
世
界
が
そ
こ
に
は
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
も

そ
の
世
界
は
︑
間
近
に
迫
っ
て
い
る
死
の
影
に
つ
つ
ま
れ
た
幼
い

兄
弟
の
︑
弟
は
ひ
た
す
ら
怖
れ
お
の
の
い
て
い
る
の
を
︑
兄
が
聖

書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
支
え
て
い
る
場
面
と
か
︑
そ

の
裏
に
あ
る
首
斬
り
役
ど
も
の
斧
を
と
ぐ
場
面
と
か
︑
カ
ー
ラ
イ

ル
の
メ
ダ
ル
な
ど
と
は
違
っ
た
︑
牢
獄
の
壁
に
は
か
な
く
遺
さ
れ

た
死
に
ゆ
く
者
の
ら
く
が
き
と
か
い
う
︑
頼
り
な
く
無
気
味
な
も

の
ば
か
り
に
充
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
塔
の
歴
史
が
英
国
の
歴

史
を
煮
つ
め
た
も
の
だ
と
い
う
以
上
︑
こ
れ
が
作
者
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
人
生
の
一
つ
の
縮
図
で
な
い
と
は
い
え
ぬ
わ
け
だ
ろ
う
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し
︑
と
す
れ
ば
︑
こ
の
無
気
味
さ
と
戦
慄
と
に
充
ち
て
︑
し
か
も

逃
れ
る
術
の
な
い
牢
獄
生
活
の
幻
想
は
︑
や
が
て
相
似
た
牢
獄
に

住
む
か
の
よ
う
に
︑
手
も
足
も
出
ぬ
ほ
ど
そ
の
立
場
を
梗
塞
し
尽

さ
れ
て
い
た
人
間
の
︑欝
屈
の
底
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
実
感
を
︑

端
的
に
凝
縮
し
て
見
せ
た
も
の
だ
と
も
い
え
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
意
味
で
こ
れ
は
﹃
猫
﹄
の
世
界
の
奥
深
く
に
か
く
れ
て
い
た

作
者
の
一
つ
の
感
懐
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
梗
塞
さ
れ
る
生
の
欝

屈
を
苦
渋
な
笑
い
に
ぼ
か
さ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
作
者
が
︑
そ

の
﹃
猫
﹄
の
最
初
の
部
分
と
こ
の
作
と
を
並
べ
て
発
表
し
た
の
も
︑

だ
か
ら
も
と
よ
り
偶
然
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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小
宮
豊
隆
の
﹃
漱
石
の
芸
術
﹄
が
︑
そ
の
関
係
に
触
れ
て
︑﹁
そ

の
奥
に
︑
名
状
し
が
た
い
複
雑
な
心
持
を
含
ん
で
︑
何
か
顔
を
そ

む
け
た
く
な
る
や
う
な
も
の
を
持
っ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
思
は
れ

る
﹂
と
書
い
て
い
る
の
は
︑
さ
す
が
に
正
し
く
道
破
し
て
い
る
も

の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
自
ら
笑
っ
て
し
ま
う
よ
り
ほ
か
処
置

し
よ
う
の
な
い
梗
塞
的
な
生
の
欝
屈
感
と
︑
こ
の
幻
想
の
奥
に
ほ

の
め
く
戦
慄
感
と
が
︑
こ
う
し
て
つ
ま
り
は
作
家
漱
石
に
と
っ
て

の
︑
二
つ
の
出
発
点
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒

転
換
期
が
立
場
を
失
お
う
と
し
つ
つ
あ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ァ
に

そ
れ
を
強
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
世
界
の
消
息
が
︑
二
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十
世
紀
の
倫
敦
子
で
あ
る
宿
の
主
人
と
無
縁
な
も
の
の
よ
う
に
構

想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
︑﹃
猫
﹄
の
持
つ
一
面
と
共
通
す
る

も
の
の
あ
る
の
を
感
じ
さ
せ
よ
う
︒

が
︑
す
で
に
縷
説
し
て
来
た
通
り
︑﹃
猫
﹄
に
示
さ
れ
た
無
力

感
な
ど
に
鋭
い
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
ほ
ど
自
照
的
で
な
か
っ
た

漱
石
は
︑
こ
の
作
に
底
は
う
戦
慄
が
彼
の
生
の
究
極
的
な
味
い
な

の
だ
と
思
う
ほ
ど
の
意
識
を
︑
こ
の
作
品
の
中
に
盛
り
こ
ん
で
い

た
の
で
も
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
そ
れ
を
美
し
く
幻
想
化
し
よ
う
と

す
る
努
力
の
中
に
︑
と
も
す
れ
ば
そ
の
戦
慄
感
を
忘
れ
よ
う
と
さ

え
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
や
は
り
当
時
の
作
者
が
︑
彼
自
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身
の
深
部
的
な
消
息
に
即
し
よ
う
と
す
る
よ
り
︑
味
い
と
か
情
趣

と
か
い
う
も
の
に
即
し
て
好
み
の
世
界
を
描
き
上
げ
よ
う
と
す
る

営
み
の
方
に
︑
よ
り
多
く
傾
い
て
い
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒﹃
博
物
館
﹄
と
の
態
度
の
相
似
が

見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
う
い
う
態
度
を
ま
ず
示
し
て
い
た
作
者

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
次
に
は
或
る
程
度
自
己
を
投
影
さ
せ
た
よ

う
な
﹃
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
﹄
に
行
き
︑
さ
ら
に
﹃
盾
﹄
以
下
の

一
系
列
に
彼
自
身
の
内
部
的
要
求
を
押
出
す
よ
う
に
な
り
な
が

ら
︑
そ
れ
が
﹃
猫
﹄
や
﹃
塔
﹄
に
か
く
さ
れ
て
い
た
よ
り
深
い
も

の
な
ど
と
は
多
く
か
か
わ
り
の
な
い
︑
明
る
く
め
で
た
い
も
の
に
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な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
一
面
絶
望
的
な
沈
痛

さ
に
深
ま
っ
て
行
っ
た
﹃
猫
﹄
と
並
行
的
な
も
の
で
あ
っ
た
﹃
漾

虚
集
﹄
の
自
己
整
理
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
そ
の
沈
痛
さ
を
正
し

く
止
揚
し
た
も
の
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
塔
﹄
か

ら
﹃
博
物
館
﹄
へ
の
展
開
が
︑
そ
の
さ
き
に
﹃
一
夜
﹄
の
よ
う
な

作
品
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
も
︑
む
ろ
ん
そ
の
点
と
の

関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
作
は
︑
風
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
た
木
の
葉
の
よ
う
に
︑
ほ
ん

の
偶
然
に
寄
り
集
っ
た
男
女
が
︑
時
鳥
の
な
く
初
夏
の
宵
を
語
り

合
い
な
が
ら
︑
別
段
話
の
ま
と
ま
り
も
発
展
も
な
い
う
ち
に
︑
皆
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ね
む
く
な
っ
た
の
で
寝
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
極
め
て
美

し
く
︑
情
趣
的
に
描
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
作
者
は
︑

こ
れ
を
も
っ
て
﹁
人
生
﹂
を
描
い
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
︒﹃
倫
敦
塔
﹄
が
歴
史
を
煮
つ
め
て
人
生
の
縦
断
面
を
描
い
た

も
の
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
そ
の
横
断
面
を
描
い
た
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
︒
和
洋
の
調
度
や
装
飾
品
を
ご
た
ご
た
並
べ
た
と

こ
ろ
や
︑
恋
愛
を
は
じ
め
と
し
て
も
描
け
ど
も
描
け
ど
も
な
ら
ぬ

夢
や
そ
れ
故
に
自
ら
絵
に
な
る
工
夫
な
ど
ま
で
書
き
こ
ん
で
あ
る

こ
と
の
︑
す
べ
て
が
あ
ま
り
に
も
横
断
面
図
で
あ
り
過
ぎ
る
く
ら

い
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
両
者
は
明
か
に
呼
応
す
る
作
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品
な
の
だ
が
︑
こ
こ
に
は
﹃
塔
﹄
に
あ
っ
た
よ
う
な
不
気
味
さ
や

戦
慄
な
ど
少
し
も
な
い
︒
偶
然
に
吹
き
よ
せ
ら
れ
た
人
間
が
︑
同

じ
世
界
に
住
む
に
似
て
︑
結
局
は
バ
ラ
バ
ラ
な
存
在
で
し
か
な
い

故
︑
い
ろ
い
ろ
な
話
題
や
事
件
は
あ
っ
て
も
︑
何
一
つ
ま
と
ま
っ

た
発
展
は
持
た
な
い
︑
そ
う
し
た
ま
と
ま
り
も
発
展
も
な
い
世
界

で
︑
人
々
は
た
だ
ぐ
う
ぜ
ん
と
起
臥
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
だ

、
、
、
、

か
ら
︑
こ
こ
に
も
当
然
戦
慄
や
寂
寥
感
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
ろ

う
︒
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
は
単
に
﹃
倫
敦
塔
﹄
と
縦
横
の
関
係
に

あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑﹃
猫
﹄
十
一
節
の
悲
涼
な
感
想
と
も
つ

ら
な
る
は
ず
の
世
界
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
に
も
か
か
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わ
ら
ず
そ
こ
に
は
悲
凉
さ
も
戦
慄
感
も
全
然
な
く
︑
た
だ
美
し
く

匂
や
か
な
情
趣
と
味
い
と
ば
か
り
が
豊
か
な
の
で
あ
る
︒
書
こ
う

と
す
れ
ば
そ
う
い
う
も
の
の
十
分
書
け
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑

﹃
趣
味
の
遺
伝
﹄
の
背
景
が
人
生
の
怖
ろ
し
さ
や
戦
慄
感
を
色
濃

く
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
に
よ
っ
て
も
明
瞭
な
の
に

︱
そ
う
し
て
人
生
を
死
ぬ
よ
り
ほ
か
救
い
の
な
い
ほ
ど
悲
凉
な

も
の
と
見
て
い
た
彼
で
あ
っ
た
の
は
﹃
猫
﹄
に
よ
っ
て
明
瞭
な
の

に
︑
そ
の
﹁
人
生
﹂
を
描
い
た
と
自
ら
い
う
﹃
一
夜
﹄
が
︑
こ
う

い
う
美
し
い
情
趣
だ
け
の
世
界
に
な
っ
て
い
た
の
は
︑
結
局
は
作

者
が
︑
暗
く
頼
り
な
い
人
生
の
す
が
た
を
で
も
︑
そ
う
い
う
﹁
意
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味
﹂
を
切
り
棄
て
ゝ
情
趣
的
に
の
み
抽
象
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
極
め

て
美
し
く
楽
し
い
世
界
を
作
り
上
げ
得
る
の
だ
と
感
じ
て
︑
そ
う

い
う
こ
と
を
発
見
し
た
喜
び
に
幾
ら
か
酔
っ
て
い
た
よ
う
な
か
た

ち
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
う
い
う
態
度
な

り
方
法
な
り
の
発
見
に
︑﹃
倫
敦
塔
﹄
以
来
の
態
度
な
り
方
法
な

り
の
︑
発
展
と
意
識
化
と
が
見
ら
れ
る
の
だ
と
思
う
︒
苦
渋
な
笑

い
に
ぼ
か
す
と
こ
ろ
に
せ
め
て
も
の
逃
げ
場
を
見
出
し
て
い
た

﹃
猫
﹄
の
作
者
は
︑
こ
う
し
て
そ
の
俳
諧
的
な
手
法
に
一
生
面
を

ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
︒
禅
坊
主
の
悟
り
め
い
た
も
の
が
︑
そ
こ
に

影
さ
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
︒﹃
倫
敦
塔
﹄
以
下
の
一
系
列
が
︑
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﹁
礼
服
﹂
で
も
﹁
平
常
服
﹂
で
も
な
い
そ
の
中
間
の
﹁
袴
﹂
と
規

定
さ
れ
て
い
た
の
が
︑
そ
う
思
う
と
殊
に
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

と
同
時
に
︑
以
上
の
こ
と
は
︑
こ
の
作
者
の
こ
の
頃
の
作
品
が
︑

対
象
に
即
し
て
こ
れ
を
全
円
的
に
描
き
生
か
そ
う
と
す
る
よ
り
︑

そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
好
み
の
一
面
に
即
し
て
︑
こ
れ
を
主
観
的

強
調
的
に
拡
充
す
る
の
を
特
徴
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
︑
い

よ
い
よ
は
っ
き
り
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
し
か
も
そ
の

一
つ
一
つ
が
︑
い
ろ
い
ろ
の
点
で
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の

に
︑
そ
の
情
趣
や
感
触
か
ら
い
っ
て
は
全
然
別
な
も
の
に
な
っ
て
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い
る
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
好
み
な
る
も
の
が
︑
深
い
と
こ
ろ
で
の
統

一
を
経
た
も
の
の
多
端
さ
で
は
な
く
︑
統
一
以
前
の
分
裂
の
多
様

さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
や
は
り
は
っ
き
り
観
取
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
存
在
の
お
そ
れ
と
い
う
よ
う
な
問
題

に
対
す
る
作
者
の
反
応
な
ど
で
も
︑
そ
こ
で
は
何
と
ば
ら
ば
ら
な

も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
︒

そ
の
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
袴
﹂
と
﹁
礼
服
﹂
の
根
本
的
な
性

格
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
或
は
よ
り
明
確
に
知
る
こ
と
が

出
来
る
か
も
知
れ
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
袴
﹂
が
︑
情
趣
だ
け
の
人

生
図
を
描
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
渋
な
人
生
か
ら
の
救
い
を
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見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
︑﹃
盾
﹄
か
ら
﹃
遺
伝
﹄
へ
の
系
列

が
︑
作
者
の
信
念
の
明
る
い
可
能
を
信
ず
る
気
も
ち
に
つ
ら
ぬ
か

れ
て
い
た
の
と
は
違
っ
て
︑
人
生
に
対
す
る
否
定
観
と
︑
そ
う
し

て
否
定
的
に
見
る
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
の
だ
と
思
う
が
故
の
新

し
い
生
の
態
度
の
工
夫
と
を
︑
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
か
ら
︒
つ
ま
り
絶
望
以
前
と
絶
望
以
後
と
の
違
い
な
の
で

あ
る
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
︑
否
定
観
を
そ
の
背
後
に
揺
曳

さ
せ
な
が
ら
信
念
を
説
い
て
い
た
か
た
ち
の
﹃
盾
﹄
や
﹃
薤
露
行
﹄

を
中
間
に
お
い
て
︑﹃
そ
ら
音
﹄
や
﹃
遺
伝
﹄
と
﹃
塔
﹄
や
﹃
一

夜
﹄
と
が
殊
に
は
っ
き
り
と
そ
の
対
比
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
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る
わ
け
だ
が
︑
と
に
か
く
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
︑
こ
の
期
の
作
者
が
︑

ま
だ
極
め
て
整
理
さ
れ
な
い
︑
分
裂
し
た
心
境
を
分
裂
し
た
ま
ま

に
生
き
て
い
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
も
う
か
な
り
明
瞭
に
理
解

さ
れ
ず
に
は
い
ま
い
と
思
う
︒
そ
う
い
う
心
象
の
端
的
な
反
映
で

あ
る
点
で
は
︑同
じ
よ
う
に
美
し
く
楽
し
げ
な
作
品
を
集
め
た﹃
漾

虚
集
﹄
も
︑
や
は
り
作
者
の
深
い
傷
痕
を
宿
し
た
悲
し
い
記
念
碑

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
ぞ
れ
が
人
生
に
対
す
る
絶
望
以
前
と
絶
望
以
後
と
で
も
い

う
べ
き
︑
分
裂
し
た
心
境
の
一
面
ず
つ
を
反
映
し
て
い
た
﹃
漾
虚
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集
﹄
の
二
系
列
の
間
に
︑
上
述
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
﹃
猫
﹄
を

は
さ
ん
で
み
る
と
︑
作
者
の
そ
の
頃
の
心
境
の
混
乱
は
い
よ
い
よ

複
雑
な
様
相
を
帯
び
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ず
に
は
い
ま
い
︒
そ
の

立
場
の
現
実
的
な
可
能
を
さ
え
信
じ
よ
う
と
す
る
明
る
さ
と
︑
一

歩
退
い
て
新
し
い
生
の
態
度
を
工
夫
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
考
え

る
絶
望
的
な
人
生
観
と
の
間
に
︑反
撥
と
怒
り
に
憑
か
れ
る
反
面
︑

孤
独
の
悲
痛
さ
と
無
力
さ
へ
の
ひ
そ
か
な
自
意
識
と
を
抱
い
て
︑

そ
の
気
も
ち
の
片
づ
か
な
さ
を
苦
渋
な
笑
い
に
ぼ
か
す
よ
り
ほ

か
︑
仕
方
が
な
く
な
っ
て
い
る
漱
石
が
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か

ら
︒
信
ず
る
人
と
途
方
に
く
れ
る
人
と
焦
れ
な
が
ら
怒
る
人
と
信
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じ
得
な
い
が
故
に
新
し
い
生
の
工
夫
を
考
え
る
人
と
︑
そ
う
し
て

最
後
に
そ
う
い
う
自
分
を
笑
っ
て
し
ま
う
よ
り
ほ
か
な
く
な
っ
て

い
る
人
と
の
同
居
で
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
新
し
い
近
代
社
会
の
発
展

期
で
あ
る
が
故
に
主
情
性
と
か
内
部
的
真
実
と
か
い
う
も
の
を
尊

ぶ
思
想
が
な
お
進
歩
的
な
も
の
で
あ
り
得
た
︑に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
れ
が
転
換
期
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
へ
の
批
判
的
傾
向
も
強
化

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
故
に
︑
そ
の
進
歩
的
な
立
場

を
進
歩
的
と
信
ず
る
も
の
が
一
方
に
は
鋭
い
自
意
識
や
自
己
批
判

に
も
傾
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︑
し
か
も
そ
の
転
換
期
的
気
運
は

そ
の
進
歩
性
が
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
い
る
残
存
封
建
性
と
も
一
面
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で
は
よ
り
強
く
手
を
つ
な
ご
う
と
し
て
い
る
︑
そ
う
い
う
時
代
気

運
の
複
雑
さ
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
今
ま
で
の

記
述
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
触
れ
て
来
た
こ
と
だ
が
︑
い
わ
ば

そ
う
い
う
複
雑
な
時
代
的
潮
流
に
押
流
さ
れ
る
も
の
の
︑
昏
惑
と

悲
凉
と
怖
れ
と
戦
慄
と
を
底
深
く
蔵
し
な
が
ら
︑
適
帰
す
る
と
こ

ろ
を
知
ら
な
い
分
裂
の
す
が
た
を
示
し
て
い
た
の
が
︑
要
す
る
に

そ
の
作
家
と
し
て
の
出
発
点
に
お
け
る
漱
石
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒し
か
も
そ
の
性
格
の
一
途
な
は
げ
し
さ
故
に
︑

そ
の
多
端
な
面
の
ど
ち
ら
に
も
密
度
濃
く
傾
く
気
も
ち
を
示
さ
ず

に
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
︑﹃
猫
﹄
や
﹃
漾
虚
集
﹄
中
の
諸
作
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が
こ
れ
を
示
し
て
い
よ
う
︒
彼
の
す
が
た
が
身
近
い
人
々
に
神
経

衰
弱
な
い
し
半
狂
気
と
見
え
ず
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
︑
一

面
無
理
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
と
同
時
に
︑
そ
う
い
う

激
動
に
疲
れ
た
心
が
︑
と
も
す
れ
ば
﹁
王
者
の
民
蕩
々
た
り
﹂

︱
支
配
さ
れ
る
も
の
に
苦
労
は
な
い

︱
の
消
極
的
平
安
に
ひ

か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
も
︑
や
は
り
一
面
是
非
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
殊
に
彼
に
は
︑
不
熟
な
近
代
に
な
ず

み
き
れ
ぬ
が
故
に
︑
旧
い
東
洋
や
日
本
に
積
極
的
に
傾
こ
う
と
す

る
よ
う
な
も
の
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
神
も
自
力
も
信
ぜ
ら
れ

ぬ
も
の
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
恐
ら
く
避
け
が
た
い
牽
引
で
あ
っ
た
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ろ
う
︒

が
︑
そ
れ
が
︑
た
だ
彼
一
人
の
個
人
的
な
﹁
身
辺
の
状
況
﹂
だ

け
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
︑
こ
う
し
て
彼
の
陥
っ

た
よ
う
な
苦
悩
は
︑
む
ろ
ん
彼
一
人
の
も
の
で
は
な
く
︑
普
通
に

彼
と
は
反
対
の
側
に
の
み
あ
っ
た
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
自
然
主

義
の
陣
営
な
ど
に
も
︑
実
際
は
同
じ
よ
う
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
︒
そ
れ
は
一
見
虚
無
的
絶
望
の
上
に
あ
る
か
に
見
え
る
﹃
猫
﹄

に
︑
上
記
の
通
り
正
宗
白
鳥
が
強
い
共
感
を
寄
せ
て
い
た
だ
け
の

こ
と
に
よ
っ
て
も
︑
一
通
り
に
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と

思
う
︒
ま
し
て
﹃
破
戒
﹄
や
﹃
蒲
団
﹄
に
よ
る
自
然
主
義
者
の
自
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己
主
張
が
︑主
と
し
て
単
純
に
浪
漫
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
︑

す
ぐ
乗
越
し
難
い
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
後
で
は
︑﹁
狂
気
か
破
滅
の

ほ
か
な
い
よ
う
な
血
み
ど
ろ
の
苦
悩
﹂
な
ど
と
い
う
こ
と
が
︑
そ

の
系
統
の
誰
か
ら
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を

思
え
ば
︑
そ
れ
は
極
め
て
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
要
す

る
に
そ
れ
は
漱
石
一
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
知
識
層
一

般
に
わ
た
っ
て
の
現
象
で
あ
っ
た
の
で
︑﹁
血
み
ど
ろ
の
苦
悩
﹂

な
ど
と
い
う
か
わ
り
に
﹁
山
ノ
手
青
年
の
危
機
﹂
な
ど
と
い
う
言

葉
も
そ
の
後
に
は
生
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い

う
危
機
の
中
か
ら
出
て
来
た
と
い
わ
れ
る
志
賀
直
哉
が
︑
そ
の
頃
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を
追
憶
し
た
作
品
で
あ
る﹃
大
津
順
吉
﹄の
第
二
に
お
い
て
︑﹁
猫
﹂

の
世
界
の
一
面
を
そ
の
ま
ま
に
︑
人
間
の
純
情
や
内
部
的
真
実
を

無
視
す
る
周
囲
に
主
人
公
が
は
げ
し
く
焦
立
ち
な
が
ら
ぶ
つ
か
っ

て
い
る
か
た
ち
を
描
い
て
い
る
一
方
︑﹃
濁
っ
た
頭
﹄
や
﹃
児
を

盗
む
話
﹄
な
ど
で
は
︑
正
に
頽
廃
に
も
う
一
歩
の
と
こ
ろ
ま
で
落

ち
こ
ん
で
い
る
趣
き
を
示
し
て
い
る
の
な
ど
を
見
て
も
︑
そ
の
危

機
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
︒
い
ち
早
く
そ
う
い
う
危
機
感
に
触
れ
て
︑
半

狂
気
的
に
な
る
ま
で
そ
の
苦
悩
と
闘
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
だ
か

ら
む
し
ろ
漱
石
や
﹃
猫
﹄
の
先
駆
性
を
さ
え
感
じ
さ
せ
て
よ
か
っ
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た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
殊
に
そ
こ
に
︑
他
に
対
し
て
憤
っ
た

り
反
撥
し
た
り
す
る
気
も
ち
だ
け
で
な
く
︑
鋭
い
自
意
識
や
無
力

感
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
は
︑
当
時
と
し
て
極
め
て
新

し
く
重
大
な
問
題
提
示
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑

す
で
に
述
べ
て
来
た
通
り
で
あ
る
︒

そ
の
他
︑﹃
猫
﹄
が
広
い
人
生
展
望
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
か
︑

従
っ
て
作
品
と
し
て
の
局
面
が
広
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
題
目
に
触
れ

て
い
る
こ
と
と
か
︑
そ
の
間
随
所
に
奇
警
な
観
察
や
す
ぐ
れ
た
描

写
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
注
意
す
べ
き
観
点
は
極
め
て
多

い
こ
と
に
な
ろ
う
︒
ま
た
﹃
猫
﹄
の
奔
放
さ
や
暢
達
さ
に
対
し
て
︑
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﹃
漾
虚
集
﹄
中
の
諸
作
の
美
し
さ
な
ど
が
特
筆
す
べ
き
も
の
に
な

る
の
も
い
う
ま
で
も
な
い
し
︑
第
一
見
て
来
た
よ
う
な
昏
惑
や
怒

り
に
足
を
さ
ら
わ
れ
か
け
な
が
ら
︑
そ
の
危
機
に
抵
抗
し
て
こ
う

い
う
作
品
の
多
く
を
示
し
て
い
た
心
境
の
一
種
の
強
靱
さ
に
も
︑

注
意
さ
れ
て
い
い
も
の
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
才
能
に

も
素
質
に
も
そ
の
生
き
方
に
も
頭
を
下
げ
る
に
足
り
る
も
の
は
む

ろ
ん
多
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
れ
ら
の
作
品
に
示
さ
れ
た
そ
う
し
た
時
代
の
苦
悩
と

激
動
と
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
工
夫
が
︑
彼
自
身
の
昏
惑
や
苦
悩

の
底
を
眺
め
つ
く
し
て
︑
当
面
し
て
い
る
問
題
を
正
し
く
乗
越
し
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た
と
こ
ろ
に
新
し
い
生
の
態
度
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
な

っ
て
お
ら
ず
︑
従
っ
て
彼
自
身
の
提
示
し
て
い
る
新
し
く
重
大
な

主
題
を
少
し
も
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
の
中
に

は
︑
か
な
り
重
大
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
前
に

も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
通
り
︑﹃
猫
﹄
の
最
後
の
部
分
に
つ
い
て
畔

柳
芥
舟
か
ら
非
難
を
受
け
た
ら
し
い
彼
が
︑
そ
の
非
難
に
ぞ
う
さ

な
く
賛
成
し
て
︑
こ
れ
は
﹁
決
し
て
作
者
の
人
生
観
の
全
部
に
は

無
之
﹂
と
か
︑﹁
只
一
面
の
真
理
に
候
﹂
と
か
書
い
て
い
る
と
こ

ろ
に
も
そ
の
一
例
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
︑
そ
の
頃
の
作
者
は
そ

の
作
品
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
﹁
こ
れ
は
私
の
一
面
だ
﹂
と
い
う
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よ
う
な
こ
と
を
︑
し
ば
し
ば
筆
に
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
一
面
い
え

ば
漱
石
が
彼
自
身
の
分
裂
を

︱
少
く
と
も
簡
単
に
は
処
置
し
得

な
い
内
部
生
活
の
複
雑
さ
を
︑
明
か
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
承
知
し
な
が
ら
そ
う
し
て
整
理
さ
れ
な

い
心
境
の
一
面
だ
け
を
︑
抽
象
し
て
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
文
学
的

営
為
の
当
体
を
見
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
だ
か
ら
そ
の
作
品

も
分
裂
し
た
心
境
断
片
の
一
つ
一
つ
を
示
す
だ
け
の
も
の
に
な
っ

て
︑
し
か
も
そ
の
断
片
相
互
の
間
に
埋
め
尽
さ
れ
ぬ
断
層
が
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
絶
望
的
な
人
生

に
対
処
す
る
た
め
の
工
夫
の
上
に
あ
る
よ
う
な
姿
勢
の
作
品
が
︑
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そ
の
絶
望
的
な
人
生
の
真
味
を
見
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
結
果
も
︑

つ
ま
り
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
そ
の
頃
の
漱
石
が
︑
一
面
鋭
い
自

意
識
に
嚙
ま
れ
て
い
な
が
ら
︑
分
裂
し
て
い
る
彼
自
身
の
心
境
の

問
題
に
沈
潜
し
て
そ
れ
を
統
一
的
に
綜
観
す
る
に
は
︑
あ
ま
り
に

泡
立
ち
過
ぎ
た
心
の
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と
に
相
違
な
い
︒

が
︑
同
時
に
ま
た
彼
の
文
学
意
識
が
︑
彼
自
身
の
当
面
し
て
い
る

問
題
の
ギ
リ
ギ
リ
の
場
に
お
い
て
そ
の
問
題
と
全
力
的
に
取
組

み
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生
の
前
進
を
意
図
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど

の
も
の
に
は
︑
ま
だ
な
り
得
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
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る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
も
前
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
か
け

た
通
り
︑
こ
れ
は
相
当
重
大
な
こ
と
な
の
で
︑
近
代
日
本
の
文
学

が
単
な
る
お
話
の
域
を
越
え
て
︑
近
代
小
説
な
い
し
純
文
学
と
し

て
の
特
質
を
確
立
し
た
の
は
︑
そ
う
い
う
自
照
性
が
物
語
形
態
の

中
に
領
略
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
う
い
う
と
こ

ろ
ま
で
行
っ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
漱
石
の
作
品
に
は
︑
そ
の
意

味
で
の
近
代
文
学
以
前
的
な
︑
一
種
の
す
さ
び
と
か
観
念
的
な
も

て
あ
そ
び
と
か
い
う
べ
き
︑
つ
き
つ
め
足
り
な
い
遊
び
の
気
分
が

残
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
全
人
格
的
な
も
の
の
投

影
で
は
な
く
て
︑
描
か
れ
て
い
る
事
柄
の
う
し
ろ
に
別
の
こ
と
を



148

考
え
て
い
る
作
者
が
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
し
︑
ま
た
事
実
い
た
場

合
も
あ
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
ん
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
頂
点
に
立
っ
て
︑
あ
く
ま
で
も
真
実
一
路
の
生
の

す
が
た
を
つ
き
つ
め
て
行
く
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
生
の
新
し
い
展
開

を
求
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
時
代
の
新
し
い
文
学
意

識
と
︑
そ
れ
が
若
干
食
い
違
う
も
の
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
そ
の
頃
の
彼
の
精
根
を
傾
け
た
仕
事

で
あ
っ
た
﹃
文
学
論
﹄
が
︑
中
村
光
夫
に
よ
っ
て
︑﹁
日
本
語
で

書
か
れ
た
こ
の
種
の
著
作
と
し
て
は
彼
以
前
に
も
ま
た
以
後
に
も

類
例
を
見
ぬ
ほ
ど
精
緻
な
芸
術
的
感
覚
で
貫
か
れ
た
︑い
わ
ば﹃
数
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学
的
﹄
正
確
を
眼
ざ
し
た
文
学
の
観
念
的
解
析
で
あ
る
﹂
と
一
応

激
賞
さ
れ
な
が
ら
︑﹁
が
︑
こ
れ
は
文
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
彼

の
低
徊
趣
味
の
精
妙
な
適
用
に
外
な
る
ま
い
﹂︵
﹃
漱
石

私
感
﹄

︶
と
い
う

一
転
語
を
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
な
ど
と
も
︑
そ
れ
は

む
ろ
ん
連
関
す
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
事
柄
に
な
ろ
う
︒
少
く
と
も

そ
こ
に
こ
の
期
の
彼
が
自
然
派
の
人
々
な
ど
か
ら
旧
派
と
目
さ
れ

た
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
し
︑
そ
う
い
う
彼
の
文
学
意
識
で
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
︑
こ
の
期
の
複
雑
な
分
裂
の
提
示
の
あ
と
で
︑
時
勢
の

転
換
故
に
一
応
の
立
直
り
を
示
し
た
と
な
る
と
︑
大
体
が
﹃
趣
味

の
遺
伝
﹄
か
ら
の
直
線
的
な
発
展
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
﹃
坊
つ
ち
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や
ん
﹄
の
よ
う
な
作
品
を
示
し
て
︑﹃
猫
﹄
に
共
感
し
た
正
宗
白

鳥
を
面
く
ら
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
一
面
彼
の
解
放
を
求
め
る
意
欲
の
は
げ
し
さ
を
物
語
る
も
の

で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
そ
こ
に
作
家
漱
石
に
と
っ
て
の
い
ず
れ
刻

服
さ
る
べ
き
重
大
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
の
で

あ
っ
た
︒
近
代
日
本
の
成
立
が
未
だ
し
か
っ
た
よ
う
に
︑
文
学
意

識
の
革
新
も
そ
の
頃
に
は
ま
だ
一
般
的
に
十
分
で
な
か
っ
た
わ
け

だ
し
︑
漱
石
は
そ
の
点
で
は
明
か
に
旧
一
派

︱
保
守
派
だ
っ
た

の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
盾
﹄
や
﹃
薤
露
行
﹄
の
文
章
表
現
の

性
格
を
見
る
だ
け
で
も
︑
た
ぶ
ん
明
瞭
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
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う
と
思
う
︒︵
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
日

岩

崎
書
店
版
﹁
漱
石
選
集
﹂
解
説

︶
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