
序
　
書
く
こ
と
で
生
き
る

書
く
こ
と
は
私
に
と
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
生
き
る

と
い
う
こ
と
は
ま
た
私
に
と
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
く
と

い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、—

生
き
る
こ
と
だ
と
言
う
だ
け
で
は

答
え
に
な
ら
ぬ
。
答
え
を
出
せ
。
私
が
こ
の
際
出
せ
る
答
え
は
、
言
い

か
え
る
と
、
私
に
さ
し
あ
た
り
は
っ
き
り
分
っ
て
い
る
こ
と
は
、
書
く

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
私
に
は
分
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
う
言
う
こ
と
を
私
は
恥
と
お
も
わ
な
い
。
恥
を
恥
と
お
も
わ
な
い
の

で
は
な
い
と
お
も
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
（
そ
れ
も
、
と
言
う

べ
き
か
）
私
が
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
問
題
で
あ
る
。

そ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
私
に
と
っ
て
は
書
く
と
い
う
こ

と
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
と
い
う
の
が
、
書
く
と
い
う
こ
と
は
生
き
る

と
い
う
こ
と
だ
か
ら
に
違
い
な
い
。
恐
ら
く
そ
の
問
題
に
対
す
る
答
え

が
は
っ
き
り
私
に
分
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
私
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

（
高
見
順
「
文
学
者
の
運
命★
」1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芸
術
は
生
命
の
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
を
我
々
は
よ
く
受
け
入
れ
て

い
る
。

「
作
家
の
表
現
と
は
生
命
の
燃
焼
」
で
あ★

る2

—

文
学
は
生
命
の
燃
焼
で
あ
り
、

書
く
こ
と
で
文
学
者
は
生
き
る
。
画
家
は
絵
を
描
く
こ
と
で
生
き
、
踊
り
手
は

踊
り
を
踊
る
こ
と
で
生
き
る
。
し
か
し
我
々
が
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
い
る

こ
の
言
い
方
は
、
純
化
さ
れ
た
言
葉
の
向
こ
う
に
、
ど
れ
ほ
ど
深
遠
な
世
界
を

示
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

書
く
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る—

そ
れ
が
単
な
る
比
喩
の
麗
句
に
す
ぎ

小
林
　
敦
子

小
説
と
生

　—

叙
事
文
学
論—
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な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
は
な
い
。
し
か
し
先
の
言

葉
は
、
終
生
を
文
学
に
捧
げ
た
文
学
者
の
強
い
実
感
か
ら
吐
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。
文
学
は
そ
の
も
の
が
生
命
に
な
り
得
る
、
文
学
者
は
そ
う
し
た
確
信
を
得

て
い
る
こ
と
を
、
高
見
順
の
言
葉
は
明
か
し
て
い
る
。

文
学
が
生
命
に
な
る
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
当
の
高
見
が
、

答
え
は
書
く
こ
と
に
し
か
な
い
、
と
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
書
く
こ
と
で

し
か
わ
か
ら
な
い
、
そ
れ
は
高
見
の
言
葉
を
読
む
我
々
も
、
自
身
で
書
か
ね
ば

わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
高
見
が
示
し
て
い
る
生
と
は
、
あ
る
意
味
、
書
き
手
だ
け
の
も
の
で

あ
る
。
我
々
は
、
芸
術
と
言
う
時
、
芸
術
作
品
を
作
り
出
し
た
側
の
精
神
の
動

き
と
と
も
に
、
作
品
を
享
受
し
た
人
間
の
側
の
精
神
の
活
動
も
同
時
に
思
い
描

い
て
し
ま
う
。
し
か
し
書
く
こ
と
で
し
か
わ
か
ら
な
い
、
と
す
る
高
見
の
姿
勢

は
、
あ
る
意
味
そ
う
し
た
読
者
の
活
動
を
、
芸
術
に
お
け
る
生
の
問
題
か
ら
退

け
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
「
怒
っ
て
も
笑
っ
て
も
、
諸
君
は
諸
君
で
あ
り
他

人
で
あ
り
、
私
で
は
な
い
。
実
は
諸
君
の
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。
生

き
る
と
い
う
こ
と
は
私
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
の
所
有
し
う
る
生

は
私
の
生
で
あ
っ
て
諸
君
の
生
で
は
な
い
。
諸
君
の
生
を
私
が
生
き
る
こ
と
は

で
き
な
い★
」3
。

芸
術
に
お
け
る
生
と
は
、
孤
独
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
き
つ
め
れ
ば
、

書
き
手
に
と
っ
て
も
、
書
い
て
い
る
時
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
だ
と
言
え
る
。

「
ひ
と
つ
の
表
現
が
完
成
し
た
と
き
、
そ
の
芸
術
家
の
生
命
は
ほ
ん
と
は
死
ん

で
い
る
の
だ★
」4
。

か
か
る
生
と
は
、
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
」
だ
け
の
、
書
く
と
き
に
だ

け
生
ま
れ
る
生
と
は
。

高
見
順
は
小
説
家
で
あ
っ
た
。
詩
も
大
切
に
し
た
が
、
や
は
り
小
説
が
彼
の

文
学
の
本
分
で
あ
っ
た
。
彼
が
言
う
「
書
く
こ
と
」
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
小

説
で
あ
る
。
彼
は
戦
後
、
純
文
学
を
堅
守
す
る
立
場
を
と
っ
た
が
、
そ
の
純
文

学
と
は
「
通
俗
小
説
」
で
も
「
中
間
小
説
」
で
も
な
い
、
「
私
」
を
核
と
す
る

小
説
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
高
見
が
言
う
「
書
く
こ
と
で
生
き
る
」
と
は
、
第
一

に
、
小
説
を
書
く
こ
と
で
生
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
あ

ら
た
め
て
、
高
見
が
生
そ
の
も
の
と
見
な
し
た
小
説
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

高
見
の
死
か
ら
半
世
紀
、
小
説
は
複
雑
化
し
、
そ
の
理
解
も
ま
す
ま
す
多
様

化
し
た
感
が
あ
る
。
大
正
・
昭
和
期
の
私
小
説
を
念
頭
に
お
く
「
純
文
学
」
観

は
大
い
に
否
定
さ
れ
、
「
作
者
の
死
」
が
語
ら
れ
て
久
し
い
。
読
者
の
「
自
由
」

は
爛
熟
し
、
単
独
の
「
作
者
」
が
い
る
の
で
は
な
く
、
読
者
と
の—

社
会
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
相
関
に
よ
っ
て
小
説
の
テ
ク
ス
ト
は
「
生
成
」
し
て
い
く

…
…
文
学
の
理
解
に
対
す
る
こ
う
し
た
思
潮
は
飽
和
し
て
い
く
一
方
で
あ
る
。

そ
の
思
潮
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
書
き
手
で
あ
る
高
見
の
生
へ
の
確
信
は
、
過

去
の
一
時
代
の
幻
影
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と

は
、
「
私
」
の
生
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
私
は
む
し
ろ
、
こ
の
現
代
、
古
典
的
に
み
え
る
高
見
の
作
者
と
し
て
の

生
の
あ
り
方
か
ら
も
う
一
度
、
小
説
と
い
う
も
の
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

現
代
の
人
間
は
、
芸
術
を
語
る
時
、
「
生
成
」
と
い
う
概
念
を
好
ん
で
使
う

が
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
生
成
と
い
う
思
想
は
本
来
、
個
人
の
内
的
な
生
を
中

心
に
据
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
共
有
し
得
な
い
純
粋
な
個
我
の
内
的

時
間
の
存
在
、
そ
し
て
そ
の
発
展
こ
そ
が
、
生
の
意
味
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
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も
な
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ひ
ら
い
た
世
界
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
、
ア
ナ
ー
キ

ス
ト
の
大
杉
栄
は
よ
く
受
容
し
、
そ
し
て
高
見
は
大
杉
の
思
想
か
ら
文
学
を
考

え
る★

。
5

生
の
哲
学
か
ら
生
の
拡
充
へ
、
生
と
し
て
の
文
学
へ
、
生
の
意
味
を
問

う
、
ま
っ
す
ぐ
な
水
脈
が
そ
こ
に
あ
る
。
私
は
そ
の
流
れ
の
先
に
お
い
て
、
小

説
と
生
の
意
味
を
考
え
た
い
。
小
説
が
、
こ
れ
か
ら
小
説
で
な
い
も
の
に
な
る

可
能
性
も
含
め
て
、
如
何
な
る
も
の
を
め
ざ
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
正
面
か

ら
追
究
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
　
叙
事
と
小
説

（
一
）
人
生
と
小
説

純
文
学
と
は
、
芸
術
と
し
て
の
文
学
で
あ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
長

く
「
私
小
説
」
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
。
久
米
正
雄
は
芸
術
の
条
件
を
「
一
人

生
の
『
再
現
』
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
私
小
説
を
最
上
の
位
置
に

つ
け
る
。
こ
こ
か
ら
純
文
学
は
自
然
主
義
的
私
小
説
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

か
、
と
い
う
論
争
が
始
ま
っ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
場
で
考
え
た
い
の
は
、「
私
」

の
「
人
生
」
と
強
く
結
び
つ
く
と
み
な
さ
れ
た
の
が
「
小
説
」
で
あ
る
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
「
私
」
の
「
人
生
」
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
営
為
は
、
小
説
が
最

も
ふ
さ
わ
し
い
、
そ
う
し
た
了
解
が
大
正
期
に
は
明
確
に
あ
っ
た
。
詩
で
も
な

く
、
評
論
で
も
な
く
、
随
筆
で
も
な
く
。

無
論
、
詩
は
こ
の
時
期
、
日
本
に
お
い
て
も
、
小
説
と
な
ら
ぶ
近
代
の
文
学

の
両
翼
と
し
て
屹
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
詩
が
純
文
学
で
は
な
い
、
と
言
お

う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
詩
が
「
書
き
手
の
生
」
で
は
な
い
と
言
う
つ
も
り
も

な
い
。
だ
が
、
「
人
生
の
『
再
現
』
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
闘
わ
さ
れ
る
時
、
小

説
は
何
よ
り
も
先
に
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小
説
の
抜
き
難
い
本
質
に

関
わ
る
も
の
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
ジ
ャ
ン
ル
を
先
行
さ
せ
て
考
え
る
や
り
方
は
、
芸
術
の
発
展
に

と
っ
て
は
弊
害
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
芸
術
家
の
自
然
な
発
露
が
、
既
存
の
分

類
に
裁
断
さ
れ
る
の
は
決
し
て
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
し
て
も
、
小
説
と
詩

の
差
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
軽
々
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
小
説
と
詩
に
つ
い

て
は
、
小
説
家
も
詩
人
も
、
自
ら
か
な
り
意
識
的
に
差
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
。

二
十
世
紀
に
お
い
て
、
そ
し
て
近
代
日
本
に
お
い
て
、
詩
は
す
で
に
韻
文
で

あ
る
と
い
う
条
件
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
た
。
詩
と
散
文
の
違
い
は
何
か
、
何

を
も
っ
て
詩
と
小
説
は
分
か
た
れ
る
の
か
、
こ
れ
は
見
事
に
現
代
ま
で
決
着
の

つ
い
て
い
な
い
議
論
で
あ
る
。
詩
が
「
象
徴
」
で
小
説
が
「
現
実
」
な
の
か
、

こ
こ
で
粗
雑
に
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
一
つ
だ
け
明
確
に
言

え
る
の
は
、
近
代
に
お
い
て
、
叙
事
を
担
っ
た
の
は
小
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
詩
の
本
流
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
、
抒
情
詩
の
系
譜
に
あ

る
。
叙
事
詩
で
は
な
い
。
叙
事
、
す
な
わ
ち
物
語
は
小
説
が
担
っ
た
。
こ
の
事

実
を
否
定
す
る
人
間
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

小
説
と
詩
が
、
と
も
に
書
き
手
の
生
の
表
現
だ
と
し
て
も
、
そ
の
生
の
表
現

の
仕
方
は
、
あ
る
い
は
そ
の
生
自
体
は
、
少
し
だ
け
性
格
が
異
な
る
は
ず
で
あ

る
。
先
に
「
人
生
」
と
同
一
視
さ
れ
る
の
は
小
説
の
方
だ
と
言
っ
た
が
、
実
際

日
本
語
で
は
、
「
生
」
と
「
人
生
」
は
少
し
だ
け
意
味
合
い
が
異
な
る
。
生
は

ど
こ
か
瞬
間
的
な
響
き
も
湛
え
る
の
に
対
し
、
人
生
は
あ
る
連
綿
と
し
た
長
さ

を
感
じ
さ
せ
る
。
人
生
を
我
々
は
ど
こ
か
、
瞬
間
を
超
え
て
、
長
く
続
く
生
と
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し
て
、
思
い
描
く
。　
　

あ
る
長
さ
、
続
く
も
の
、
連
続
す
る
も
の
。
出
来
事
を
語
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
物
語
は—

叙
事
は
、
一
つ
の
出
来
事
を
語
る
と
も
言
え
る
が
、
い
く
つ
も

の
出
来
事
を
つ
な
げ
て
語
る
こ
と
と
も
言
え
る
。
出
来
事
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
。

そ
れ
が
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ー
ク
エ
ン
ス
と
し
て
も
見

え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
変
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
変
化
す
る

事
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
叙
事
の
根
本
的
な
性
格
と
考
え
て
、

大
き
く
は
外
れ
ま
い★

。6

「
人
生
」
と
い
う
語
に
は
、
大
正
期
の
求
道
的
な
文
学
の
香
り
は
あ
る
、
し
か

し
人
間
の
生
の
連
続
性
、
連
続
す
る
変
化
、
と
い
う
意
味
で
は
、
叙
事
た
る
小

説
と
根
本
に
お
い
て
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
抒
情

詩
の
瞬
間
的
な
凝
縮
の
う
ち
に
、
「
人
生
」
を
表
現
す
る
詩
人
も
多
く
存
在
す

る
だ
ろ
う
。
長
大
な
時
間
と
変
化
を
、
短
い
一
篇
の
詩
の
内
に
描
き
き
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
我
々
が
、
あ
る
長
さ
を
、
長
さ
を
も
っ
て
表
現

す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
も
ま
た
真
実
で
あ
る
。
人
生
が
一
つ
の
言
葉
で
集
約
さ

れ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
人
間
に
は
、
歩
み
そ
の
も
の
を
語
り
た
が
る
不
思
議

が
あ
る
。
生
の
変
容
と
連
続
性
は
、
や
は
り
、
叙
事
の
方
に
近
い
。

（
二
）
小
説
と
小
説
で
は
な
い
叙
事

小
説
が
近
代
の
叙
事
だ
と
す
る
な
ら
、
で
は
小
説
と
小
説
で
は
な
い
叙
事
と

は
何
が
異
な
る
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
生
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
。

小
説
に
先
立
つ
叙
事—

そ
の
中
心
は
叙
事
詩
と
い
っ
て
間
違
い
が
な
い
。

叙
事
詩
と
小
説
と
の
差
に
つ
い
て
は
、
無
数
の
理
論
が
あ
る
が
、
ま
ず
は
基
本

的
な
理
解
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

体
系
化
さ
れ
た
文
学
理
論
の
一
つ
の
頂
点
で
あ
る
「
美
学
講
義
」
（
一
八
二
〇

年
代
）
は
、
叙
事
詩
か
ら
小
説
へ
、
叙
事
の
王
座
が
移
行
す
る
時
期
に
書
か
れ

た
書
で
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
時
代
を
共
有
し
た
ゲ
ー
テ
は
、
あ
る
物
語
を
叙

事
詩
で
書
き
、
あ
る
物
語
を
小
説
で
書
く
、
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
（
た
と

え
ば
「
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
」
（
一
七
七
四
年
）
が
小
説
で
あ
り
、
「
ヘ
ル
マ
ン
と

ド
ロ
テ
ー
ア
」（
一
七
九
八
年
）
が
叙
事
詩
で
あ
る
）
。
叙
事
詩
と
い
う
選
択
を
失
っ

た
二
十
世
紀
以
降
と
違
い
、
ゲ
ー
テ
が
筆
を
執
る
時
に
は
、
自
然
と
叙
事
詩
か

小
説
か
、
と
い
う
問
い
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
そ
し
て
「
ウ
ェ

ル
テ
ル
」
以
降
、
爆
発
的
な
小
説
の
時
代
が
来
る
、
と
考
え
て
も
間
違
い
で
は
あ
る
ま

い
）
。
そ
の
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
に
は
、
前
後
の
時
代
に
は
無
い
、
双
方

へ
の
緊
張
感
あ
る
洞
察
が
宿
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
快
に
、
叙
事
詩
を
「
全
体
」
の
「
統
一
」
の
原
理
に
貫
か
れ

た
も
の
と
論
じ
る
。

叙
事
詩
の
ま
と
ま
り
や
形
態
は
特
定

0

0

の
行
動
の
特
殊
な
内
容
の
う
ち
に

見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
観
の
全
体
性

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
に
も
見
い
だ

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
客
観
的
現
実
と
描
く
の
は
、
叙
事
詩
の
重

要
な
課
題
の
一
つ
で
す
。
実
際
、
叙
事
詩
が
完
全
な
統
一
を
達
成
で
き

る
の
は
、
個
々
の
行
動
が
そ
れ
自
体
で
完
結
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
経

過
の
な
か
で
、
行
動
の
ま
わ
り
に
広
が
る
世
界
の
総
体
が
全
体
と
し
て

大
き
く
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
主
要
な
二
領

域
が
生
き
生
き
と
交
流
し
、
く
も
り
な
く
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
な
に
よ
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り
重
要
で
す★

。7

叙
事
詩
が
体
現
す
べ
き
全
体
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
理
論
の
根
幹
に
則
り
、
個
人

に
と
っ
て
の
外
的
な
客
観
性
、
す
な
わ
ち
国
民
的
・
民
族
的
共
同
体
で
あ
る
こ

と
が
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ホ
メ
ロ
ス
を
軌
範
と
す
る
叙
事
詩
は
、

個
人
に
先
立
つ
共
同
体
的
全
体
の—

時
代
の
発
露
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
に
個

人
の
行
動
と
精
神
を
含
み
こ
む
が
、
個
人
そ
の
も
の
が
独
立
し
て
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
個
人
で
あ
る
が
、
彼
は
あ
く
ま
で
全
体
性

を
体
現
す
る
存
在
、
言
わ
ば
英
雄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、

書
き
手
の
姿
勢
も
ま
た
、
個
人
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
叙
事
全
体
の
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
、
主
体

0

0

と
し
て
の
詩

人
は
、
対
象

0

0

を
立
て
、
対
象
の
う
ち
に
身
を
隠
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

詩
人
で
は
な
く
、
作
品
だ
け
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
し
か
も
、
詩
に
表

現
さ
れ
る
の
は
か
れ
の
世
界
で
す
。
詩
人
は
そ
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
形
象
化
し
、
そ
こ
に
自
分
の
全
精
神
を
注
ぎ
こ
み
ま
す
。
が
、
詩

人
の
作
為
は
は
っ
き
り
と
お
も
て
に
出
て
こ
な
い
。（
…
）
話
を
そ
う
作
っ

た
の
は
詩
人
で
す
が
、
叙
事
詩
は
詩
人
自
身
の
内
面
世
界
を
提
示
す
る

も
の
で
は
な
く
、
事
柄
を
提
示
す
る
も
の
だ
か
ら
、
制
作
主
体
は
ま
っ

た
く
背
後
に
隠
れ
て
い
る
か
、
わ
た
し
た
ち
の
前
に
展
開
す
る
世
界
の

な
か
に
完
全
に
埋
没
し
て
い
ま
す★

。8

こ
れ
に
対
し
、
続
く
抒
情
詩
は
、
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
た
個
人
の
精
神
に
即

そ
う
と
す
る
。
主
観
性—

全
体
性
と
本
質
に
お
い
て
背
理
す
る
個
我
意
識
、

す
な
わ
ち
詩
の
目
的
は
、
こ
の
現
在
の
「
私
」
の
表
出
と
な
る
。
叙
事
詩
と
抒

情
詩
の
差
異
と
は
、
単
に
語
ら
れ
る
も
の
が
出
来
事
か
感
情
な
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
書
き
手
が
個
と
し
て
の
「
私
」
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
拠
る
。
抒
情
は
、
そ
の
時
の
「
私
」
の
精
神
を
語
る
。
こ
の
「
私
」
と

は
完
全
性
と
は
程
遠
い
、
ま
さ
し
く
瞬
間
に
消
え
て
い
く
「
私
」
で
あ
る
。

（
…
）
抒
情
詩
で
は
表
現
す
る
の
が
主
観

0

0

だ
か
ら
、
主
観
に
と
っ
て
は
、

さ
し
あ
た
り
、
ご
く
わ
ず
か
の
内
容
で
十
分
で
す
。
と
な
る
と
、
心
情

そ
の
も
の
、
主
観
性
そ
の
も
の
が
本
来
の
内
容
と
な
り
、
感
情
を
も
つ

魂
だ
け
が
問
題
で
、
そ
の
他
の
対
象
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
に
な
る
。

瞬
間
に
す
ぎ
さ
る
気
分
、
心
の
た
め
息
、
す
ば
や
く
通
り
す
ぎ
て
い
く

屈
託
の
な
い
明
朗
さ
と
冗
談
、
憂
愁
と
憂
鬱
、
嘆
き—

要
す
る
に
、
あ

ら
ゆ
る
段
階
の
感
情
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
き
っ
か
け
に
瞬
時

に
動
い
た
り
、
ふ
と
い
だ
か
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
と
ら
え
ら
れ
、
こ

と
ば
に
定
着
さ
れ
ま
す★
。9

（
…
）
抒
情
詩
は
叙
事
詩
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
統
一
性
を—

つ
ま
り
、

自
分
の
内
面
に
お
も
む
き
、
自
分
を
外
界
に
映
し
だ
し
、
自
分
を
叙
述
し
、

書
き
と
め
、
ま
た
、
な
ん
ら
か
の
対
象
と
か
か
わ
り
、
主
観
的
な
関
心

の
ま
ま
に
、
好
き
な
所
で
は
じ
め
、
好
き
な
所
で
中
断
す
る
こ
と
も
で

き
る
と
い
う
、
気
分
と
思
考
の
内
面
性
を—

獲
得
し
ま
す★
。10
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抒
情
詩
を
歌
え
る
、
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
る
と
、
個
我
意
識
の

萌
芽
で
あ
り
、
人
間
の
進
歩
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
当
然
そ
れ
は
身
を
ゆ
だ
ね

て
い
た
全
体
か
ら
の
離
反
を
意
味
す
る
。
全
体
で
は
な
い
「
私
」
、
民
族
的
共

同
体
で
は
な
い
、
こ
の
「
私
」
の
あ
ら
わ
れ
。
統
一
、
と
あ
っ
て
も
、
重
要
な

の
は
、
抒
情
詩
は
好
き
な
と
こ
ろ
で
は
じ
め
、
「
中
断
」
で
き
る
、
と
さ
れ
る

よ
う
に
、
表
現
と
し
て
の
形
が
、
叙
事
詩
の
描
く
全
体
像
と
は
大
き
く
異
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
消
え
て
い
く
感
情
と
し
て
の
統
一
性
は
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
そ
れ
は
叙
事
詩
の
よ
う
な
全
体
的
統
一
と
は
程
遠
い
。
全
体
と
は
民

族
的
共
同
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
出
来
事
と
し
て
の
完

成
形
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
民
族
と
は
、
か
ぎ
り
な

く
出
来
事—

歴
史
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
叙
事
詩
は
、
出
来
事
を
描
く
ふ
さ
わ
し
い
完
成
形
が
あ
り
、
抒
情
詩
と
違

い
、好
き
な
と
こ
ろ
で
は
じ
め
、好
き
な
と
こ
ろ
で
終
わ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

当
然
、
こ
の
よ
う
に
抒
情
詩
を
ま
と
め
あ
げ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
根
底
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
叙
事
論
へ
の
同
意
が
あ
る
。

さ
て
全
体
と
は
、
初
め
と
中
間
と
終
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
初

め
と
は
、
そ
れ
自
身
は
必
ず
他
の
も
の
の
あ
と
に
あ
る
も
の
で
は
な
い

が
、
そ
の
あ
と
に
は
本
来
他
の
も
の
が
あ
っ
た
り
生
じ
た
り
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
終
わ
り
と
は
、
本
来
そ
れ
自
身
は
必
ず
、

あ
る
い
は
た
い
て
い
、
他
の
も
の
の
あ
と
に
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
あ

と
に
は
何
も
ほ
か
に
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
中
間
と
は
、

本
来
そ
れ
自
身
も
他
の
も
の
の
あ
と
に
あ
り
、
そ
れ
の
あ
と
に
も
他
の

も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
巧
み
に
組
み
た
て
ら
れ
た
筋
は
、
勝
手
な
と
こ
ろ
か
ら

は
じ
ま
る
こ
と
も
、
勝
手
な
と
こ
ろ
で
終
わ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
い

ま
あ
げ
た
形
式
（
初
め
、
中
間
、
終
わ
り
）
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い★

。11

　
筋
と
は—

叙
事
と
の
根
幹
に
あ
る
も
の
と
は
、
出
来
事
の
連
鎖
の
必
然
的

な
、
純
化
さ
れ
た
結
び
つ
き
で
あ
る
。
出
来
事
を
捉
え
る
と
は
、
「
事
」
を
連

綿
た
る
前
後
か
ら
切
り
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
出
来
事
の
把
握
と
は
、

「
初
め
」と
「
終
わ
り
」
を
見
抜
く
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
全
体
が—

一
つ
の
出
来
事
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
「
初
め
」
と
「
中

間
」
と
「
終
わ
り
」
は
、
す
べ
て
に
お
い
て
全
体
の
中
で
必
然
的
な
構
成
を
な

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
完
成
形
へ
の
洞
察
が
な
け
れ

ば
、
つ
ま
り
は
「
終
わ
り
」
が
見
え
て
い
な
け
れ
ば
、
出
来
事
を
語
り
は
じ
め

る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
種
の
有
機
的
全
体—

部
分
が
す
べ
て
全
体
と
呼
応
し
合
っ
て
展
開
さ

れ
る
出
来
事—

き
わ
め
て
古
典
的
な
叙
事
へ
の
理
解
だ
が
、
我
々
は
こ
の
主

張
へ
の
批
判
を
い
く
つ
か
持
っ
て
い
て
も
、
「
す
ぐ
れ
た
物
語
」
と
言
う
時
、

無
意
識
的
に
こ
う
し
た
物
語
観
を
期
待
し
て
い
な
い
か
と
い
う
と
難
し
い
。
ど

う
あ
っ
て
も
、
構
成
と
い
う
発
想
の
根
本
に
あ
る
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
全
体
か
ら
離
反
し
て
い
く
個
我
た
ち
を
み

と
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
叙
事
詩
に
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
抒
情
詩
を
こ
と
さ

ら
に
と
り
あ
げ
た
の
は
ロ
マ
ン
主
義
以
降
だ
と
い
う
指
摘
（
ジ
ュ
ネ
ッ
ト★
）12

も
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あ
る
よ
う
に
、
彼
は
一
大
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
哲
学
者
と
し
て
、
個
我
を
抜
き

難
く
重
要
な
も
の
と
し
て
扱
う
。
こ
の
全
体
か
ら
、
理
念
か
ら
ど
う
し
て
も
散

逸
す
る
不
完
全
な
存
在
を
、
そ
の
存
在
を
認
め
つ
つ
ど
う
回
収
す
る
か
、
そ
れ

が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
切
迫
し
た
課
題
で
あ
っ
た
と
見
て
も
よ
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
弁
証
法
を
、
文
学
に
お
い
て
は
劇
詩
の
理
解
で
用
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
と
も
に
、
叙
事
詩
・
抒
情
詩
の
展
開
の
の
ち

に
来
る
劇
詩
を
最
高
の
も
の
と
見
な
す
の
は
、
叙
事
詩
の
客
観
性
と
抒
情
詩
の

主
観
性
の
統
合
を
み
る
か
ら
で
あ
る
。

（
…
）
こ
と
ば
の
芸
術
に
ふ
く
ま
れ
る
三
種
類
の
な
か
で
、
劇
詩
こ
そ
、

叙
事
詩
の
客
観
性
と
抒
情
詩
の
主
観
的
原
理
を
内
部
で
統
一
し
た
芸
術

で
す
。
劇
詩
は
内
部
で
完
結
し
た
行
動
を
示
す
も
の
で
す
が
、
そ
の
行

動
は
、
実
行
者
た
る
人
物
の
内
面
か
ら
発
す
る
と
と
と
も
に
、
結
果
か

ら
す
る
と
、
共
同
体
精
神
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
目
的
、
個
人
、
葛
藤
を
く

ぐ
り
ぬ
け
て
き
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
現
実
の
行
動
と
し
て
、
そ
の
ま

ま
目
の
前
に
示
さ
れ
ま
す★
。13

 

な
ぜ
劇
詩
が
客
観
性
と
主
観
性
の
統
合
と
な
る
の
か
、
こ
こ
は
書
き
手
の
立

場
か
ら
は
特
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
読
者
の—

聞
き
手
の
立
場
で
は
、
こ
の

論
理
は
実
は
わ
か
ら
な
い
、
劇
詩
に
、
叙
事
性
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
、
劇

の
多
く
は
あ
る
種
の
物
語
が
軸
と
な
る
。
し
か
し
で
は
何
が
主
観
性
と
な
る
の

だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
え
て
ゲ
ー
テ
の
理
解
を
借
り
よ
う
。

叙
事
詩
人
と
劇
詩
人
は
、
と
も
に
文
学
の
普
遍
的
性
格
、
と
り
わ
け

統
一
の
法
則
と
展
開
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
両
者
と
も
似
か

よ
っ
た
対
象
を
取
り
扱
い
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
両
者
の
大
き
な
本
質
的
相
違
は
、

叙
事
詩
人
は
事
件
を
完
全
に
過
去
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
述
べ
る
の
に
た
い
し

て
、
劇
詩
人
の
ほ
う
は
こ
れ
を
完
全
に
現
在
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
描
く
点
に

あ
る
。
両
者
が
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
法
則
の
細

デ
ィ
テ
ー
ル

目
を
人
間
の
本
性

か
ら
導
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
吟
誦
者
と
役
者
を
と

も
に
詩
人
と
見
な
し
、
吟
誦
者
は
静
か
に
傾
聴
す
る
人
々
の
群
れ
に
取

り
囲
ま
れ
、
役
者
は
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
観
た
り
聴
い
た
り
し
て
い
る

人
々
の
群
れ
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
つ
ね
に
思
い
浮
べ

る
必
要
が
あ
ろ
う★
。14
（
…
） 

ゲ
ー
テ
は
、
劇
詩
人
を
役
者
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
役
者
と
し
て
の

劇
詩
人
、
つ
ま
り
語
り
手
が
出
来
事
の
当
事
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
語

り
手
は
、
出
来
事
の
担
い
手
そ
の
も
の
で
あ
り
、
出
来
事
の
渦
中
に
い
て
、
そ

の
出
来
事
の
現
在
性
に
お
い
て
言
葉
を
発
す
る
。
ゲ
ー
テ
の
こ
う
し
た
主
張
の

根
底
に
あ
る
の
は
、
詩
人
が
上
演
の
背
後
で
劇
を
作
り
、
役
者
が
そ
れ
を
演
じ

る
、
と
い
う
構
造
で
は
な
く
、
詩
人
が
当
事
者
と
し
て
、
役
者
の
如
く
語
る
、

と
い
う
理
解
で
あ
る
、
こ
れ
は
古
代
の
叙
事
詩
か
ら
劇
詩
ま
で
の
成
立
の
歴
史

を
ふ
ま
え
れ
ば
よ
い
。
そ
も
そ
も
叙
事
詩
人
か
ら
本
来
、
詩
人
は
そ
の
場
で
歌

う
者
で
あ
る
。
そ
の
成
立
期
に
は
当
然
、
作
品
が
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
流
布

す
る
と
い
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
詩
人
は
つ
ね
に
美
し
い
吟
誦
者
で
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も
あ
る
。
ゲ
ー
テ
に
し
た
が
え
ば
、
叙
事
詩
人
は
、
過
去
の
英
雄
た
ち
を
語
り
、

抒
情
詩
人
は
、
こ
の
「
私
」
の
今
の
感
情
を
歌
い
、
劇
詩
人
は
、
英
雄
た
ち
に

な
っ
て

0

0

0

、
英
雄
の
「
私
」
の
今
の
感
情
を
語
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

主
観
と
客
観
を
統
合
す
る
劇
詩
の
書
き
手
が
、
役
者
に
た
と
え
ら
れ
る
、
と
い

う
指
摘
は
実
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
劇
詩
は
叙
事
で
あ
り
な
が
ら
、
主
観
性

を
そ
な
え
ら
れ
る
。
詩
人
が
登
場
人
物
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
…
…
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
美
学
講
義
」
に
お
い
て
、
叙
事
詩
と
抒
情
詩
を

統
合
す
る
力
の
あ
る
劇
詩
を
文
学
の
頂
点
と
み
な
し
て
い
く
が
、
一
方
で
、
叙

事
詩
・
抒
情
詩
に
継
ぐ
、
新
し
い
文
学
の
存
在
を
目
に
留
め
て
い
る
。
そ
の
系

譜
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
劇
詩
か
ら
系
譜
が
引
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
劇

詩
と
と
も
に
も
う
一
つ
の
第
三
の
文
学
の
座
と
な
る
の
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
意

深
く
こ
れ
か
ら
の
動
き
を
見
守
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
小
説
で
あ
る
。

近
代
市
民

0

0

の
叙
事
詩
た
る
小
説

0

0

に
つ
い
て
は
、
事
情
が
ま
っ
た
く
ち

が
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
豊
富
で
多
彩
な
関
心
、
状
況
、
人
物
、
生
活

様
式
や
、
全
体
的
世
界
と
い
う
広
い
背
景
や
、
さ
ら
に
は
、
事
件
の
叙

事
詩
的
表
現
や
が
、
完
全
に
復
活
し
て
い
ま
す★

。15

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
小
説
を
勃
興
し
て
き
た
新
し
い
近
代
の
叙
事
と
み
な
し
て
い

る
。
物
語
性
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
抒
情
詩
で
し
か
な
い
ロ
マ
ン
ス
や
バ
ラ
ー
ド

と
も
違
い
、
叙
事
詩
の
復
活
を
小
説
に
見
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
小
説
は
叙

事
「
詩
」
で
は
な
い
。

が
、
欠
け
て
い
る
も
の
も
あ
っ
て
、
本
来
の
叙
事
詩
が
生
じ
て
く
る
お0

の
ず
か
ら
な
る

0

0

0

0

0

0

詩
的
時
代
状
況
が
そ
れ
で
す
。
近
代
的
な
意
味
で
の
小

説
は
、
す
で
に
散
文
と
化
し
た
秩
序
あ
る
現
実
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を

土
台
と
し
て
、
そ
の
領
域
内
で—

生
き
生
き
と
し
た
事
件
と
い
う
点
で

も
、
個
人
と
そ
の
運
命
に
か
ん
し
て
も—

こ
の
前
提
の
も
と
で
可
能
な

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
失
わ
れ
た
詩
の
権
利
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す★

。16

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
詩
と
散
文
の
差
異
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
は
詩
か
散
文
か
、
と
い
う
問
い
に
は
明
確
に
詩
を
取
る
理
論
家
で
あ
る
。
古

代
の
叙
事
詩
の
時
代
に
は
、
歴
史
と
の
対
で
叙
事
詩
を
論
じ
、
そ
し
て
散
文
的

現
実
に
即
く
歴
史
よ
り
も
、
理
念
と
し
て
歴
史
を
描
く
叙
事
詩
を
上
位
に
お
く
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
信
念
か
ら
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
詩
学
」
に
お
け
る
「
筋
」

と
は
、
明
確
に
理
念
的
出
来
事
と
し
て
純
化
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
何
一
つ
偶
発
的
な
も
の
の
無
い
、
過
不
足
の
無
い
、
完
結
さ
れ
た
総
体
と

し
て
の
出
来
事
。
こ
れ
に
対
し
歴
史
と
は
、
散
文
的
な
「
現
実
」
を
純
化
さ
れ

な
い
雑
多
な
姿
で
含
み
こ
む
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
詩
と
散
文
を
分
か
つ
線
は
、
典
型

的
な
「
理
念
」
と
「
現
実
」
を
分
か
つ
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
あ
ら
た
め
て
、
理
念
か
ら
は
ぐ
れ
る
現
実
と
は
な
ん
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
こ
の
世
の
個
物
で
あ
り
、
人
と
い
う
意
味
で
は
、
個
人
、
さ
ら

に
言
え
ば
目
覚
め
た
個
我
と
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
こ
の
私
」
は
、
理

念
で
は
到
底
な
く
、
全
体
で
も
な
く
、
不
完
全
な
こ
の
世
の
消
え
ゆ
く
存
在
で

あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
こ
の
個
我
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
理
念
に
背
く
と
い
う
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危
機
意
識
が
あ
る
。
し
か
し
時
代
は
、
ま
さ
し
く
「
近
代
的
市
民
」
に

―
近

代
的
個
人
に
極
め
て
大
き
な
力
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
そ
の
上
で
全
体
（
国
家
）
へ
の
道
程
を
描
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
小
説

が
散
文
的
状
況
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
良
し
と
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
も
っ
と
も
日
常
的
な
、
小
説
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い

葛
藤
は
、
詩
的
な
心
情
と
散
文
的
な
状
況
な
い
し
偶
発
的
な
外
部
事
情

と
の
対
立
で
す
。
こ
う
し
た
分
裂
は
、
悲
劇
的
も
し
く
は
喜
劇
的
に
解

決
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
最
初
は
日
常
の
世
界
秩
序
に
反
抗
し

て
い
た
人
物
た
ち
が
そ
こ
に
真
の
共
同
体
精
神
を
認
め
、
そ
の
四
囲
の

状
況
と
和
解
し
、
積
極
的
に
そ
こ
に
参
画
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
る

か
、
自
分
の
活
動
や
実
行
の
成
果
か
ら
散
文
的
要
素
を
削
除
し
、
散
文

的
現
実
の
か
わ
り
に
美
と
芸
術
に
近
し
く
親
し
い
現
実
を
作
り
あ
げ
る

か
、
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
解
決
を
見
ま
す★
。17

 

小
説
は
散
文
的
要
素
を
削
除
し
、
叙
事
詩
を
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
小
説
と
い
う
も
の
の
ひ
ら
い
た
世
界
が
行
き
着
く
べ
き
と
こ
ろ

な
の
で
あ
ろ
う
か
？

進
む
の
で
あ
り
な
が
ら
、
叙
事
詩
へ
の—

理
念—

の
回
帰
が
小
説
の
歩
む
べ
き
道
程
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ゲ
ー
テ
は
小
説
を
「
主
観
的
叙
事
詩
」
で
あ
る
と
は
っ
き
り
言
う
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
理
論
か
ら
は
矛
盾
を
孕
ん
だ
言
葉
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
を
止
揚
で
き
る

も
の
と
す
ば
や
く
見
な
す
前
に
、
我
々
は
も
う
少
し
そ
の
言
葉
の
重
さ
に
向
き

合
う
べ
き
で
あ
る
。
「
こ
の
私
」
が
叙
事
を
な
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
な
ぜ
「
こ
の
私
」
が
出
来
事
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

完
全
性
と
い
う
も
の
と
不
可
分
な
は
ず
の
出
来
事
を
、
不
完
全
な
「
こ
の
私
」

が
語
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
時
代
の
幕
開
け
に
あ
っ

た
こ
の
問
い
は
、
百
年
の
爛
熟
を
経
て
、
大
き
く
文
学
の
内
に
広
が
る
こ
と
に

な
る
。
つ
い
に
今
日
ま
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
理
念
的
な
叙
事
詩
へ
の
回
帰
は

起
こ
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
だ
我
々
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
い
描
い
た
「
歴

史
」
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
、
や
は
り
回

帰
し
得
な
い
も
の
を
小
説
が
孕
ん
で
い
る
こ
と
も
、
そ
の
後
の
文
学
の
歩
み
か

ら
は
肯
け
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
未
完
成
の
叙
事

小
説
を
「
主
観
的
叙
事
詩
」
と
見
な
す
ゲ
ー
テ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
小

説
を
不
完
全
な
も
の
と
す
る
視
点
は
な
い
。
有
数
の
人
間
存
在
の
過
渡
期
を
生

き
た
精
神
で
あ
る
ゲ
ー
テ
に
は
、
不
思
議
な
「
調
和
」
が
あ
る
。
ま
さ
し
く

二
十
世
紀
に
な
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
対
比
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は

個
我
を
打
ち
立
て
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
充
足
が
あ
る
。
こ
れ
は
ゲ
ー
テ
思
想
の

根
幹
、
今
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ
る
個
の
内
に
全
体
が
宿
る
と
い
う
確
信
が
、
人
間

の
個
我
の
理
解
に
お
い
て
も
果
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

英
雄
で
は
な
い
一
人
の
人
間
の
人
生
が
、
物
語
と
し
て
完
成
形
を
そ
な
え
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
よ
う
な
ビ
ル
ド
ゥ

ン
グ
ス
・
ロ
マ
ン—

一
人
の
人
間
の
人
生
は
、
物
語
と
し
て
完
成
さ
れ
る
、

個
我
は
個
我
と
し
て
、
一
人
そ
こ
に
全
体
性
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
理
解
は
続
く
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
お
い
て
も
、
個
我
へ
の
絶
大
な
る
信
頼
の
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後
押
し
と
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
個
我
が
個
我
で
あ
り
な
が
ら
十

全
に
生
き
る
こ
と
で
全
体
が
実
現
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
神
秘
的
な
信
頼
が
あ
る

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
決
し
て
そ
こ
に
安
住
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
個

我
が
あ
る
種
の
未
完
成
性
を
そ
な
え
る
、
と
い
う
の
も
ま
た
手
放
さ
れ
な
い
問

い
と
な
る
。
晩
年
の
ゲ
ー
テ
に
は
調
和
が
あ
っ
た
が
、
ゲ
ー
テ
の
生
は
完
成
さ

れ
た
の
か
、
ゲ
ー
テ
の
示
し
た
人
間
た
ち
の
生
は
本
当
に
完
了
さ
れ
て
い
る

の
か
、
（
「
終
わ
っ
たE

s ist vollbracht.

」
の
で
は
な
く
、
「
過
ぎ
去
っ
た
！

E
s ist 

vorbei!

」
の
で
は
な
い
の
か
）
、
我
々
は
ゲ
ー
テ
の
示
す
完
成
性
と
と
も
に
、
ま

た
未
完
成
性
を
生
き
る
ゲ
ー
テ
の
歩
み
に
も
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
生
涯
を
か
け

て
求
め
続
け
る
ゲ
ー
テ
に
、
我
々
が
近
代
の
文
学
を
見
る
こ
と
も
事
実
な
の
だ
。

実
際
、
ゲ
ー
テ
の
の
ち
、
文
学
は
、
小
説
は
大
き
く
未
完
成
性
の
特
質
を
の

ば
し
て
い
く
。
ロ
マ
ン
主
義
の
の
ち
、
お
と
ず
れ
る
の
は
自
然
主
義
の
文
学
で

あ
る
が
、
我
々
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
小
説
と
自
然
主
義
の
小
説
を
比
べ
、
ロ
マ

ン
主
義
の
小
説
に
「
詩
」
を
、
自
然
主
義
の
小
説
に
「
散
文
」
を
あ
て
が
う
。

我
々
の
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
の
直
系
の
親
は
、
自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な

ら
な
い
が
、
本
来
、
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
っ
て
も
小
説
に
詩
を
か
さ
ね
る
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
段
階
で
は
奇
妙
な
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
ロ

マ
ン
主
義
小
説
批
判
の
根
幹
は
、
「
よ
り
」
こ
ち
ら
の
方
が
小
説
の
本
質
に
ふ

さ
わ
し
い
、
と
い
う
主
張
だ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
散
文
精
神
、
す
な
わ
ち

理
念
性
を
廃
し
た
現
実
の
称
揚—

そ
れ
は
ま
さ
し
く
散
文
的
な
、
未
完
成
な

散
逸
的
存
在
で
あ
る
こ
の
世
の
個
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
自
然
主
義
は
ロ
マ

ン
主
義
批
判
と
し
て
登
場
す
る
が
、
個
の
未
完
成
性
と
い
う
意
味
で
は
、
か
ぎ

り
な
く
同
一
線
上
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（
ち
な
み
に
詩
に
お
い
て
も
、
十
九
世
紀
末
以
降
、
叙
事
詩
の
終
わ
り
と
と
も
に
、

急
速
に
理
念
性
の
主
張
は
失
わ
れ
て
い
っ
て
、
象
徴
と
い
う
理
解
が
そ
の
座
に
着
く
こ

と
に
な
る
。
象
徴
詩
人
た
る
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
ー
ツ
が
、
叙
事
詩
人
の
最
後
の
代
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
そ
れ
を
明
か
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
象
徴
は
理
念
に
通
じ
て
い
る
、
と

い
う
期
待
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
象
徴
は
理
念
そ
の
も
の
に
は
な
れ
な
い
。
）

自
然
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
な
る
ほ
ど
客
観
性
と
言
う
。
合
理
的
な
科
学
的

方
法
論
に
依
拠
す
る
と
言
う
、
し
か
し
世
界
把
握
の
原
理
が
自
然
科
学
的
視
点

に
統
一
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
文
学
に
お
い
て
沸
き
立
つ
の
は
、
存
在
の
理
念

的
統
合
で
は
な
く
、
散
逸
で
あ
る
。
「
現
実
」
そ
の
ま
ま
に
、
す
べ
て
の
存
在

が
同
等
に
存
在
を
主
張
す
る
。
英
雄
で
は
な
い
こ
の
「
私
」
だ
け
で
は
な
く
、

あ
な
た
も
、
他
人
も
、
あ
の
凡
夫
も
、
す
べ
て
書
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
存
在
は
理
念
で
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
「
目
的
」
を
持

た
な
い
。
「
文
芸
と
し
て
の
自
然
主
義
は
、
内
容
の
上
に
は
全
く
無
条
件
主
義

で
あ
る
。
在
り
の
ま
ま
主
義
で
あ
る
。
現
実
界
が
首
も
な
く
尾
も
な
く
あ
ら
わ

な
結
論
の
無
い
の
と
同
じ
く
無
解
決
無
理
想
主
義
で
あ
る
。
斯
よ
う
な
意
味
で

の
現
実
主
義
で
あ
る★
」18

—

島
村
抱
月
の
こ
う
し
た
理
解
は
、
正
当
で
あ
る
。

「
首
」
も
「
尾
」
も
「
結
論
」
も
な
い—

「
始
め
」
も
「
終
わ
り
も
」
な
い—

と
言
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
理
念
的
物
語
の
拒
絶
に
小
説
は
進
ん
で
い

く
運
命
が
あ
る
。

自
然
主
義
以
降
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
道
は
加
速
す
る
。

小
説
の
構
成
は
、
異
質
的
で
分
立
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
が
、
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た
え
ず
解
体
を
予
告
さ
れ
て
い
る
有
機
性
へ
と
、
逆
説
的
に
融
合
す
る

こ
と
で
あ
る
。
抽
象
的
な
構
成
要
素
た
ち
の
結
合
し
て
行
く
関
係
は
、

抽
象
的
な
純
粋
さ
に
お
い
て
形
式
的
で
あ
る
か
ら
、
究
極
の
統
合
原
理

は
、
創
造
的
な
主
観
性
の
、
内
容
の
明
白
と
な
っ
た
倫
理
を
お
い
て
ほ

か
に
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
創
造
的
な
主
観
性
は
、
ふ
た
た
び
自
己

自
身
を
止
揚
し
て
、
叙
事
詩
の
作
者
の
規
範
的
な
客
観
性
を
実
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
し
て
し
か
も
、
こ
の
創
造
的
な
主
観
性
は

そ
の
形
象
化
の
対
象
に
け
っ
し
て
完
全
に
は
浸
透
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え

そ
の
主
観
性
を
完
全
に
棄
て
去
っ
て
、
客
観
世
界
の
内
在
的
な
意
味
と

し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
の
で
、
均
衡
を
作
り
出
す

手
練
を
会
得
す
る
に
は
、
そ
れ
自
ら
が
、
新
た
な
、
ふ
た
た
び
内
容
的

に
規
定
さ
れ
た
、
倫
理
的
な
自
己
修
正
を
必
要
と
す
る
。
二
つ
の
倫
理

的
な
複
合
体
の
こ
の
よ
う
な
協
同
作
業
、
す
な
わ
ち
形
式
に
お
い
て
は

両
者
が
二
つ
に
分
か
れ
、
形
式
を
生
み
出
す
仕
事
で
は
一
致
協
力
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
イ
ロ
ニ
ー
の
内
容
で
あ
り
、
小
説
の
規
範
的
な
志
向

の
内
容
で
あ
る★
。19
（
…
） 

ル
カ
ー
チ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
叙
事
詩
の
全
体
性
を
失
い
、
解

体
と
統
合
を
繰
り
返
す
小
説
に
、
個
と
全
体
と
の
相
克
を
み
る
。
ル
カ
ー
チ
に

と
っ
て
は
、
小
説
は
理
念
に
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
小
説
は
「
イ
ロ
ニ
ー
」

と
し
て
の
運
動
と
な
る
。

そ
し
て
バ
フ
チ
ン
の
段
階
と
な
る
と
、
そ
の
未
完
成
性
が
小
説
の
優
れ
た
特

性
と
し
て
、
む
し
ろ
誇
ら
し
げ
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

小
説
は
生
成
し
つ
つ
あ
る
唯
一
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
深

く
、
本
質
的
に
、
敏
感
に
、
速
や
か
に
現
実
そ
の
も
の
の
生
成
を
反
映

す
る
の
で
あ
る
。
自
ら
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
の
み
が
生
成
を
理
解

し
得
る
。
小
説
が
新
時
代
の
文
学
発
展
の
ド
ラ
マ
の
指
導
的
主
人
公
と

な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
小
説
が
何
も
の
に
も
増
し
て
新
し
い
世
界
の
生

成
の
諸
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
と
言
っ
て
も
小
説
は

こ
の
新
し
い
世
界
か
ら
生
れ
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
新
し
い
共
通
の
性
質
を

も
っ
て
い
る
唯
一
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
か
ら
で
あ
る★

。20
（
…
）

小
説
は
未
完
成
の
現
在
に
ひ
し
め
い
て
い
る
諸
現
象
と
接
触
を
保
っ

て
い
て
、
そ
の
た
め
に
小
説
ジ
ャ
ン
ル
は
凝
固
す
る
こ
と
が
な
い
。
小

説
家
は
ま
だ
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
も
の
す
べ
て
に
引
か
れ
る★
。21
（
…
）

バ
フ
チ
ン
を
一
つ
の
祖
と
み
な
す
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
瀰
漫
す
る
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
文
学
理
論
は
、
小
説
の
生
成
性
を
こ
と
さ
ら
に
新
し
い
理
論
と

し
て
強
調
す
る
。
し
か
し
小
説
の
生
成—

つ
ま
り
未
完
成
と
い
う
宿
命
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
段
階
か
ら
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、

「
物
語
」
批
判
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス–

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
テ
ロ
ス
を
解
体

し
よ
う
と
し
、
そ
の
実
践
と
し
て
「
新
た
に
」
小
説
を
用
い
よ
う
と
す
る
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
が
当
初
か
ら
小
説
の
そ
う
し
た
本
質
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
軽
々

し
く
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
主
観
的
叙
事
詩
」
た
る
小
説
に
は
、
も

と
も
と
未
完
成
性
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
当
初
の
理
解
を

押
し
広
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
「
大
き
な
物
語
」
を
描
く
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
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終
焉
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
小
説
に
未
完
成
や
生
成
と
い
う
こ
と
を
指
摘

す
る
だ
け
で
は
、
特
段
新
し
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ

の
上
で
、
我
々
は
ど
う
小
説
を
す
す
め
る
べ
き
か
、
で
あ
る
。
当
初
に
あ
っ
た

問
い—
「
主
観
的
叙
事
詩
」
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
「
私
」

の
、
未
完
成
の
叙
事
と
は
本
当
に
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

二
　
生
成
す
る
叙
事
・
小
説

（
一
）
生
成
の
担
い
手
と
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て

小
説
と
は
未
完
成
性
を
孕
む
も
の
で
あ
る—
こ
う
定
義
づ
け
る
時
、
そ
の

未
完
成
性
を
「
読
み
」
の
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
と
、
小
説
の
本
質
を
見
失
う

こ
と
に
な
る
。
読
者
に
よ
っ
て
、
新
し
い
「
読
み
」
の
可
能
性
が
、
新
し
い
意

味
が
生
成
し
て
い
く
、
解
釈
に
完
成
は
な
い—

そ
う
し
た
理
解
が
テ
ク
ス
ト

論
の
流
行
以
降
激
し
く
な
っ
た
が
、
読
者
に
よ
る
意
味
の
「
生
成
」
は
、
小
説

が
本
来
持
つ
生
成
性
の
こ
と
で
は
な
い
。
解
釈
に
よ
る
意
味
の
「
生
成
」
は
、

小
説
に
対
し
て
だ
け
行
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
読
者
の
立
場
か

ら
は
、
叙
事
詩
と
て
可
能
で
あ
る
。
小
説
の
み
が
、
特
別
自
由
に
、
読
者
に
お

い
て
新
し
い
意
味
の
生
成
を
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
拠
は
何
も
な
い
。

先
の
バ
フ
チ
ン
は
、
叙
事
詩
と
小
説
の
差
と
し
て
、
作
者
が
出
来
事
に
絶
対

的
な
距
離
感
が
あ
る
か
、
距
離
感
が
無
い
か
、
を
あ
げ
て
い
る
。
叙
事
詩
人
は

出
来
事
と
距
離
感
が
あ
る
が
、
小
説
家
は
無
い
。
小
説
家
は
小
説
で
語
ら
れ
る

出
来
事
の
渦
中
に
い
る
。
ま
さ
に
生
成
し
て
い
く
出
来
事
の
渦
中
に
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
作
者
と
し
て
ど
ん
な
ポ
ー
ズ
で
で
も
、
描
写
の
場
に
姿
を
現
わ

す
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
生
涯
の
リ
ア
ル
な
要
素
を
描
き
出
し
た
り
、

そ
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
、
主
人
公
た
ち
の
話
に

入
り
こ
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
で
き
、
自
分
の
文
学
上
の
敵
と
公
然
と
論

争
す
る
こ
と
等
も
で
き
る
。
描
写
・
表
現
の
場
の
作
者
が
姿
を
現
わ
す

こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
い—

真
の
、
正
式
の
、
本
源
的
な
作
者

（
作
者
ら
し
い
形
姿
の
作
者
）
が
、
描
写
さ
れ
る
世
界
と
新
し
い
相
互
関
係

に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
と
描
写
対

象
が
今
や
同
一
の
価
値
的
・
時
間
的
次
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
描
写

す
る
作
者
の
言
葉
が
、
描
写
さ
れ
る
主
人
公
の
言
葉
と
同
一
平
面
に
あ

り
、
共
に
対
話
的
な
関
係
、
混
成
的
結
合
関
係
の
中
に
入
り
こ
み
得
る
（
よ

り
正
確
に
は
入
り
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る★
。22
　

こ
の
言
い
方
は
、
実
は
ゲ
ー
テ
の
言
う
、
劇
詩
の
理
解
を
思
わ
せ
る
。
詩
人

が
役
者
の
如
く
、
出
来
事
の
当
事
者
と
し
て
語
る
と
い
う
こ
と
。
叙
事
詩
・
抒

情
詩
の
の
ち
に
来
る
も
の
と
し
て
、
劇
詩
と
小
説
は
同
じ
も
の
を
孕
ん
で
い
る

と
、
こ
こ
で
も
言
え
る
。
作
者
は
終
わ
っ
た
出
来
事
を
局
外
者
と
し
て
語
る
の

で
は
な
い
、
今
ま
さ
に
進
行
し
て
い
く
出
来
事
に
直
面
し
な
が
ら
語
る
こ
と
に
、

小
説
の
生
成
性
が
あ
る
。
生
成
性—

未
完
成
性
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
作

者
に
と
っ
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
小
説
は
抒
情
詩
の
如
く
、
明
確
に
「
私
」
の
独
白
で
つ
ら
ぬ
か
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れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
複
数
の
人
物
が
語
り
、
そ
の
人
物
の
個
我
も
、
出
来
事

も
刻
々
と
変
化
す
る
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
観
的
叙
事
詩
と
し
て
、

作
者
は
複
数
の
人
物
に
な
り
、
複
数
の
出
来
事
を
今
ま
さ
に
当
事
者
と
し
て
引

き
起
こ
し
て
い
く
。
作
者
は
徹
底
し
て
、
語
る
も
の
の
内
部
に
個
我
を
浸
透
さ

せ
な
が
ら
、
あ
る
種
の
盲
目
性
の
ま
ま
に
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
現
在
に
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
複
数
の
出
来
事
、
と
し
た
が
、
で
は
小
説
が
語
る
出
来
事
と
は
、
当

然
複
数
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
説
が
語
る
出
来
事
と
は
、
複
数

の
出
来
事
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
叙
事
と
は
、—

出
来
事
を
捉
え
る
と
は
、
あ
る
意
味
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
こ
と
、
も
っ
と
正

確
に
言
え
ば
、
無
数
に
見
え
る
散
発
的
な
出
来
事
を
、
一
つ
の
出
来
事
と
し
て

結
び
つ
け
る
こ
と
を
本
質
的
に
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
世
界
に
は
な
る

ほ
ど
、
「
首
」
も
な
く
「
尾
」
も
無
い
、
な
ら
ば
な
ぜ
、
小
説
は
小
説
と
し
て

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
つ
か
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
説
は
未
完
成
の
出
来
事
を
扱

う
、
な
ら
ば
な
ぜ
、
終
わ
っ
て
も
い
な
い
も
の
と
と
も
に
生
き
な
が
ら
、
一
つ

の
物
語
と
し
て
、
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
世
界
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
？

よ
り
問
い
を
具
体
的
に
す
れ
ば
、
小
説
家
は
、
「
は
じ
め
」・「
中
」・「
終
わ
り
」

と
い
う
出
来
事
の
全
体
像
を
あ
ら
か
じ
め
知
ら
ず
、
な
ぜ
出
来
事
を
ま
と
め
あ

げ
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
で
あ
る
か
ぎ
り
、
出
来
事
は
実

際
ま
と
ま
っ
て
は
い
な
い—

そ
う
い
う
理
解
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
で
は

な
ぜ
、
小
説
は
作
品
と
し
て
の
「
完
結
」
が
あ
る
の
か
？　

未
完
の
小
説
こ
そ

小
説
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
終
わ
り
」
を
迎
え
た
小
説
は
そ
の
段
階
で
小

説
性
を
失
っ
て
し
ま
う
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
が
、
実
際
は
我
々
は
や
は
り
、
「
首
」
も
「
尾
」
も
つ
い
た
多
く
の
小
説

に
深
い
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
小
説
が
テ
ロ
ス
へ
の
道
程
で
は
な
い
、
と
言
う

な
ら
、
我
々
は
同
時
に
小
説
の
「
終
わ
り
」
の
意
味—

小
説
の
「
全
体
」
の

意
味
を
本
気
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
・
流
れ
と
し
て
の
叙
事

小
説
家
は
書
き
始
め
た
時
に
、
そ
の
「
終
わ
り
」
を
知
っ
て
い
る
の
か
？　

近
代
の
小
説
家
の
内
に
も
、
立
場
は
二
派
に
わ
か
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
終

わ
り
」
を
知
っ
て
、
そ
の
帰
結
に
向
け
て
す
べ
て
を
構
成
す
る
。
「
終
わ
り
」

を
知
ら
ず
、
書
き
な
が
ら
探
究
し
て
い
く
。
二
十
世
紀
を
経
た
我
々
は
、—

構
成
の
重
要
性
を
一
方
で
は
感
じ
つ
つ
も—

本
質
的
に
は
後
者
を
小
説
家
ら

し
い
と
考
え
る
。
冒
頭
の
高
見
順
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
小
説
家
の
あ
り
よ
う
と

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
終
わ
り
」
を
め
ぐ
る
対
は
、
芥
川
龍
之
介
と
志
賀
直
哉
と
の
姿
勢
が
象
徴
し

て
い
る
。
芥
川
が
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
」
志
賀
の
小
説
を
、「
最
も
純
粋
」

と
評
し
た
こ
と★

、23

ま
た
少
な
か
ら
ず
芥
川
が
自
身
の
文
学
上
の
限
界
を
志
賀
と

の
対
比
で
み
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
虚
構
と
構
成

に
主
眼
に
お
く
芥
川
は
、
ま
さ
し
く
「
終
わ
り
」
を
先
ん
じ
て
感
得
し
て
物
語

を
作
り
あ
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
志
賀
は
自
然
な
自
我
の
過
不
足
無
い
発
露
に

従
う
。
「
小
僧
の
神
様
」
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
叙
事
と
し
て
、
志
賀
は
あ

ら
か
じ
め
一
つ
の
出
来
事
を
構
想
は
す
る
、
し
か
し
物
語
を
書
き
上
げ
よ
う
と
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す
る
と
き
、
作
者
を
捉
え
る
気
持
ち
は
、
当
初
全
く
知
ら
な
い
感
慨
で
あ
る
、

志
賀
は
自
然
に
そ
の
感
慨
に
従
っ
て
書
く
。

作
者
は
此
処
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
」

の
本
体
を
確
か
め
た
い
要
求
か
ら
、
番
頭
に
番
地
と
名
前
を
教
え
て
貰
っ

て
其
処
を
尋
ね
て
行
く
事
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
小
僧
は
其
処
へ
行
っ

て
見
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
番
地
に
は
人
の
住
い
が
な
く
て
、
小
さ
い

稲
荷
の
祠
が
あ
っ
た
。
小
僧
は
び
っ
く
り
し
た
。—

と
こ
う
云
う
風
に

書
こ
う
と
思
っ
た
。
然
し
そ
う
書
く
事
は
小
僧
に
対
し
て
少
し
残
酷
な

気
が
し
て
来
た
。
そ
れ
故
作
者
は
前
の
所
で
擱
筆
す
る
事
に
し
た★

。
24

小
僧
と
「
彼
」
の
物
語
の
終
幕
の
代
わ
り
に
、
作
者
が
出
て
来
る
「
附
記
」

は
、
構
成
の
完
全
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
破
綻
と
も
み
え
る
。
し
か
し
作
品

の
最
大
の
力
は
、
こ
の
「
書
く
私
」
が
衒
い
も
な
く
出
て
く
る
場
面
に
あ
る
。

芥
川
も
こ
の
場
面
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
。

志
賀
直
哉
氏
の
「
小
僧
の
神
様
」
を
面
白
く
読
ん
だ
。
あ
の
小
説
に
は

作
者
の
附
記
が
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
附
記
は
単
に
附
記
で
は
な
い
。

小
説
そ
の
物
の
一
部
と
し
て
、
立
派
な
成
功
を
収
め
て
い
る
。
ロ
ダ
ン

な
ぞ
の
彫
刻
に
、
大
き
な
大
理
石
の
プ
ロ
ッ
ク
へ
半
分
人
間
を
彫
っ
た

の
が
あ
る
。
志
賀
氏
の
こ
の
手
法
は
、
あ
の
未
完
成
に
似
た
完
成
を
彷

彿
さ
せ
る
趣
が
あ
る
。
内
容
も
新
し
い
。
技
巧
も
新
し
い
。
推
奨
す
る

に
足
り
る
と
思
う★

。
25

 

未
完
成
に
似
た
完
成
。
こ
れ
は
小
説
と
い
う
未
完
成
の
叙
事
を
考
え
る
上
で

極
め
て
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
小
説
の
神
様
」
は
芥
川
で
は
な
く
、

志
賀
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
と
い
う
も
の
が
小
説
の
最
上
の

あ
り
方
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
志

賀
の
小
説
は
時
と
し
て
、
「
詩
」
的
と
も
、
「
随
筆
」
的
と
も
評
さ
れ
る
が
、
そ

の
言
い
よ
う
に
は
、
物
語
性—

叙
事
性
が
少
な
い
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
。
「
話
」
を
め
ぐ
っ
て
、
芥
川
と
論
争
で
対
立
し
た
谷
崎
潤
一
郎
は
、

日
本
の
小
説
の
構
成
力
の
弱
さ
を
問
題
視
し
、
「
話
」
を
作
る
こ
と
の
重
要
性

を
同
時
代
の
小
説
家
に
強
く
訴
え
か
け
た
。
谷
崎
が
批
判
の
念
頭
に
お
い
た
の

は
、
志
賀
と
言
う
よ
り
当
時
主
流
を
担
っ
た
自
然
主
義
文
学
系
の
私
小
説
で
あ

る
。
「
首
」
も
な
く
「
尾
」
も
な
い
現
実
に
即
け
、と
い
う
私
小
説
の
あ
り
方
は
、

本
質
に
お
い
て
、
叙
事
の
否
定
に
な
る
と
危
惧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
「
話
」
ら

し
い
話
の
な
い
小
説
」
論
争
は
、
そ
の
後
芥
川
の
死
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

隆
盛
の
中
で
、
十
分
に
追
究
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
感
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
じ

て
い
る
疑
念
は
小
説
の
根
幹
に
か
か
わ
る
、
至
極
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
「
私
」

に
即
け
ば
即
く
ほ
ど
、
小
説
は
「
話
」
を
失
っ
て
い
く
。
「
話
」
の
無
く
な
っ

た
小
説
は
、
そ
も
そ
も
小
説
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
芥
川
も
、
「
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
、
と
い
う
慎
重
な
言
葉

を
使
っ
て
、
志
賀
の
小
説
に
、
「
話
」
が
完
全
に
無
い
、
と
は
決
し
て
言
い
切

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
志
賀
自
身
、
自
分
で
小
説
と
思
っ
て
書
け
ば
小
説
に
、
随

筆
と
思
っ
て
書
け
ば
随
筆
に
な
る
、
と
明
確
な
意
識
の
差
が
あ
る
と
述
べ
て
い
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る
。
そ
し
て
ど
れ
ほ
ど
「
詩
的
」
と
評
さ
れ
て
も
、
志
賀
を
詩
人
と
考
え
る
人

は
い
な
か
っ
た
。
志
賀
は
つ
ね
に
「
小
説
の
神
様
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
我
々
は
あ
る
程
度
、
小
説
に
特
有
の
叙
事
性
を
み
と
め
て
い
る
。
そ

れ
は
実
際
、
芥
川
が
言
う
よ
う
、
叙
事
ら
し
く
な
い
叙
事
な
の
で
あ
る
。
言
わ

ば
書
き
手
が
叙
事
詩
の
よ
う
に
全
体
を
把
握
し
て
い
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

瞬
間
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
、
何
か
し
ら
、
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
続
い
て

い
く
流
れ
の
描
出
を
小
説
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

小
説
が
「
は
じ
め
」
と
「
終
わ
り
」
を
ど
う
見
な
し
て
い
る
か
は
ま
ず
措
い

て
、
少
な
く
と
も
小
説
は
、
そ
の
発
展
の
、
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
「
続
く
」

と
い
う
こ
と
は
決
し
て
放
棄
し
て
い
な
い
。
連
続
性
が
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
出

来
事
の
連
鎖
で
あ
り
、
叙
事
で
あ
り
、
話
な
の
で
あ
る
。

未
完
成
の
「
私
」
を
軸
に
、
叙
事
詩
か
ら
は
ぐ
れ
て
き
た
小
説
が
、
ロ
マ
ン

主
義
に
な
り
、
自
然
主
義
に
な
り
、
そ
う
し
て
二
十
世
紀
の
初
め
に
「
意
識
の

流
れ
」
の
よ
う
な
あ
り
方
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
こ
う
し
た
小
説
的
叙
事
の
本

質
を
明
か
す
も
の
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
我
々
は
、
叙
事
と
い
う
も
の
を
、

完
結
し
た
全
体
、
と
い
う
理
解
を
先
立
て
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
連
続
性
と

い
う
理
解
を
先
立
て
て
捉
え
る
ほ
う
が
い
い
と
言
う
こ
と
だ
。
小
説
と
は
ま
ず

何
よ
り
、
流
れ
を
意
味
し
て
い
る
。

（
三
）
持
続
と
小
説

「
私
」
で
あ
り
、
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
未
完
成
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
あ
る
ま
と
ま
っ
た
流
れ
で
あ
り—

こ
う
し
た
小
説
の
複
数
の
顔
立
ち
は
、

そ
の
理
解
を
拡
散
さ
せ
て
い
く
よ
う
だ
が
、
あ
る
哲
学
者
の
力
を
借
り
る
と
実

に
よ
く
つ
な
が
り
が
み
え
て
く
る
。
そ
れ
は
冒
頭
で
ふ
れ
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

生
の
理
解
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
生
命
の
理
論
は
、
直
接
的
に
は
文
学
の
た
め
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
内
的
な
生
命
の
本
質
を
失
わ
せ
る
も
の
と
し

て
、
言
語
に
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
は
、
小
林
秀
雄
ら
が
よ
く
注
視
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
芸
術
を
生
命
と
重
ね
た
よ
う
に
、
芸
術
と
な

る
言
語
活
動
と
し
て
の
文
学
を
、
彼
は
否
定
し
て
は
い
な
い
。
実
際
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
理
論
は
、
多
く
の
優
れ
た
二
十
世
紀
文
学
を
導
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
高
見
順
の
生
の
主
張
は
、
大
杉
栄
を
通
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
系

譜
に
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
内
的
持
続
」
、
す
な
わ
ち
内
な
る
連
続
性
を
人
間
の
あ
り

よ
う
と
し
て
描
き
出
す
。
「
私
」
に
し
か
つ
い
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、

徹
底
的
に
内
的
な
意
識
こ
そ
自
我
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
生
命
で
あ
る
。
意
識

は—

生
命
は
、
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
生
成
変
化
し
て
い
く
。
変
化

と
生
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
変
化
す
る
と
い
う
時
間
の
流
れ
に
お
い
て
、

生
命
は
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
私
」
の
理
解
は
、
「
私
」
を
流
れ
る
も
の
、
変
化
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
変
化
す
る
「
私
」
は
、
ま
さ
し
く

内
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
主
観-

客
観
と
い
う
対
で
論
じ

ら
れ
て
き
た
「
私
」
と
は
異
な
っ
た
相
を
見
せ
る
。
「
私
」
は
主
観
の
所
有
者

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
時
を
と
ど
め
て
も
存
在

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
動
き
、
変
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
私
」
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は
存
す
る
。「
私
」
は
決
し
て
固
定
的
に
同
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
主
観
を
持
つ
「
私
」
が
あ
り
、
他
の
主
観
を
持
つ
他
者
が
あ
り
、
そ
の
上

位
に
君
臨
す
る
総
体
と
し
て
客
観
が
あ
り
、
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
的
哲
学
の
基
本

前
提
を
く
つ
が
え
す
世
界
観
が
そ
こ
に
は
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
客
を

先
ん
じ
て
立
て
る
伝
統
的
西
欧
哲
学
へ
の
反
論
に
他
な
ら
な
い
が
、
一
方
で
、

近
代
以
降
勃
興
し
た
個
我
と
い
う
も
の
を
よ
り
徹
底
し
て
注
視
し
た
一
つ
の
論

理
的
結
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
私
」
が
瞬
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
う
つ

ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
「
不
完
全
さ
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
抒
情
詩
の

理
解
の
中
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
以
来
の
自
己
認
識
の
課

題
と
言
っ
て
も
よ
い
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
も
っ
と
は
っ
き
り
と
、
そ
の
う
つ
ろ
い

ゆ
く
「
私
」
を
押
し
す
す
め
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
あ
る
意
味
極
限
化
さ
れ
た
主
観—
他
者
に
は
（
「
社
会
」
に

は
・
空
間
的
に
は
）
感
じ
ら
れ
な
い
、
自
我
の
意
識
を
徹
底
し
て
問
題
と
し
よ

う
と
す
る
の
だ
が
、
彼
が
そ
れ
を
時
間
の
流
れ
に
お
い
て
捉
え
た
こ
と
が
何
よ

り
重
要
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
「
う
つ
ろ
い
ゆ
く
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
瞬
間
・
瞬
間
で
断
ち
切
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
持
続
す
る

も
の
と
し
て
あ
る
。
本
来
散
逸
し
て
い
る
も
の
を
、
超
越
論
的
統
覚
に
よ
っ
て
、

外
部
か
ら
反
省
的
に
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
自
我
に
は

内
的
に
持
続
の
意
識
が
あ
る
。
内
な
る
続
い
て
い
く
と
い
う
意
識
を
な
く
し
て
、

「
私
」
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
す
る
の
だ
。

続
い
て
い
く
、
と
い
う
意
識
に
は
、
当
然
、
過
去-

現
在-

未
来
と
い
う
時

間
の
流
れ
が
含
み
こ
ま
れ
る
。

（
…
）
意
識
と
は
ま
ず
記
憶
を
意
味
し
ま
す
。
（
…
）
も
し
も
記
憶
が
存

在
し
な
い
な
ら
ば
、
意
識
も
ま
た
存
在
し
ま
せ
ん
。
自
分
の
過
去
を
何

も
保
存
し
な
い
意
識
、
自
分
自
身
を
た
え
ず
忘
れ
る
意
識
は
、
瞬
間
ご

と
に
な
く
な
っ
て
ま
た
生
ず
る
意
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
こ
そ
ま
さ
に
無
意
識
の
定
義
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
…
）
意
識
と

い
う
も
の
は
記
憶
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
現
在
に
お
け
る
過
去
の
保
存
と

蓄
積
な
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
識
と
い
う
も
の
は
未
来
の
予
期
で
も
あ
り
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
精
神
の
方
向
を
、
任
意
の
瞬
間
で
よ
ろ
し
い
か
ら
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
な
さ
る
な
ら
、
み
な
さ
ん
の
精
神
は
現
在
あ
る

も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
あ

ろ
う
と
す
る
も
の
の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。

注
意
と
は
期
待
で
あ
り
、
生
へ
の
何
ら
か
の
注
意
を
と
も
な
わ
な
い
意

識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
未
来
が
あ
り
ま
す
。
未
来
は
私
た
ち
に
呼

び
か
け
ま
す
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
私
た
ち
を
未
来
へ
と
ひ
っ
ぱ
り
ま
す
。

こ
の
不
断
の
牽
引
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
時
間
と
い
う
道
を
進
ま
さ
れ

る
の
で
す
し
、
こ
の
牽
引
は
ま
た
、
私
た
ち
が
た
え
ず
行
動
を
続
け
る

原
因
な
の
で
あ
り
ま
す
。
行
動
と
は
未
来
へ
の
侵
入
な
の
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
し
て
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
と
ど
め
て
お
き
、
ま
だ

存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
予
期
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
意
識
の
第
一
の

機
能
で
あ
り
ま
す
。
も
し
も
、
現
在
が
数
学
的
な
瞬
間
に
還
元
さ
れ
る

と
し
た
ら
、
意
識
に
と
っ
て
現
在
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ

の
数
学
的
な
瞬
間
は
、
過
去
か
ら
未
来
を
区
別
す
る
、
単
に
理
論
上
の
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境
界
点
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
瞬
間
は
考
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
知
覚
さ
れ
は
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
こ

の
瞬
間
を
つ
か
ま
え
た
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
瞬
間
は
私
た
ち
か

ら
す
で
に
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
実
際
に

知
覚
す
る
も
の
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
持
続
の
、
あ

る
厚
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
部
分
と
い
う
の
は
、
過
ぎ
去
っ
た

ば
か
り
の
過
去
と
ま
ぢ
か
に
迫
っ
た
未
来
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ

の
過
去
に
よ
り
か
か
り
、
こ
の
未
来
に
傾
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
り
か

か
る
こ
と
と
傾
く
こ
と
は
、
意
識
を
持
っ
て
い
る
存
在
に
だ
け
あ
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
意
識
は
、
あ
っ
た
こ
と
と
あ
る
だ
ろ

う
こ
と
と
の
間
を
結
ぶ
連
結
線
で
あ
り
、
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
か
け

橋
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う★
。

26

こ
う
し
た
生
の
あ
り
方
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
外
的
に
は
あ
ら
わ
し
き
れ
な

い
、
と
は
し
て
い
る
が
、
や
は
り
我
々
は
そ
こ
に
小
説
を
期
待
し
て
し
ま
う
。

過
去-

現
在-

未
来
の
持
続
す
る
流
れ
と
は
、
ま
さ
し
く
続
い
て
い
く
叙
事
た

る
小
説
が
担
う
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
持
続
す
る
「
私
」
が
生

な
の
で
あ
れ
ば
、
続
い
て
い
く
「
私
」
に
立
脚
す
る
小
説
も
、
生
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。

（
四
）
選
択
の
現
在
　
一
筋
の
流
れ

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
生
命
を
、
本
質
に
お
い
て
、
「
目
的
」
の
な
い
、
偶
発
的
な

活
動
と
み
な
す
。
弁
証
法
的
統
合
の
よ
う
な
、
最
終
的
に
目
指
す
べ
き
目
的
を

生
命
は
知
ら
な
い
。
生
命
は
過
去-

現
在-

未
来
の
流
れ
に
お
い
て
存
在
す
る
。

し
か
し
生
命
の
活
動
の
中
心
は
つ
ね
に
現
在
で
あ
る
。
生
命
に
は
必
ず
未
来
が

あ
る
が
、
生
命
は
未
来
を
あ
る
意
味
知
ら
な
い
。
そ
の
偶
発
的
な
生
命
の
活
動

こ
そ
、
創
造
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。

必
然
性
の
伴
わ
な
い
偶
発
的
な
活
動
、
と
い
う
発
想
は
、
多
く
の
場
合
、
複

数
の
選
択
可
能
性
と
い
う
理
解
で
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
行
け

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
ち
ら
に
も
行
け
る
。
目
的
は
、
必
然
的
な
終
わ
り
は

存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
存
在
は
自
由
に
道
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
無
数
の

選
択
肢
を
持
つ
こ
と
の
「
自
由
」
さ
。
こ
う
し
た
安
易
な
「
自
由
」
の
発
想
が
、

生
成
の
意
味
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
小
説
に
お
き
な
お

し
て
み
れ
ば
い
い
。
物
語
が
「
自
由
」
に
ど
う
と
で
も
変
え
ら
れ
る
小
説
を
、

我
々
は
小
説
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
ろ
う
。
出
来
事
の
選
択
肢

が
ど
う
と
で
も
な
る
小
説
を
我
々
は
高
度
な
も
の
と
は
考
え
な
い
。
我
々
は
「
生

成
」
と
言
っ
て
、
読
み
の
「
自
由
さ
」
を
振
り
か
ざ
す
が
、
実
は
そ
こ
に
は
大

き
な
誤
謬
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る★

。
27

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
偶
発
性
を
生
命
と
み
な
し
て
も
、
彼
が
徹
底
的
に
こ
だ
わ
っ

た
の
は
、
生
命
の
「
選
択
」
と
い
う
力
で
あ
る
。
む
し
ろ
選
択
決
定
し
て
い
く

こ
と
に
、
真
に
自
由
を
み
た
。
無
数
の
選
択
可
能
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が

生
命
の
力
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
つ
ど
現
在
に
立
っ
て
進
む
道
を
選
択
す
る

こ
と
こ
そ
が
生
命
の
力
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
選
択
に
お
い
て
の
み
自
由
は
存

在
す
る
。

（
…
）
私
た
ち
の
意
識
が
も
っ
と
も
鮮
明
さ
を
持
つ
の
は
ど
ん
な
瞬
間
で
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あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
瞬
間
と
は
、
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
と

る
べ
き
道
を
前
に
し
て
、
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
を
た
め
ら
っ
た
り
、

自
分
の
未
来
が
自
分
の
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
感
ず
る
よ
う
な
、

内
的
危
機
の
瞬
間
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
意
識

の
強
さ
の
度
は
、
ま
っ
た
く
、
私
た
ち
が
行
動
に
際
し
て
ど
れ
だ
け
の

数
の
選
択
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と—

ど
れ
だ
け
の
大
き
さ
の
創
造

を
し
て
い
る
か
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が—

に
対
応
し
て
い
る
と
、

私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と

は
、
意
識
一
般
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
私

た
ち
に
持
た
せ
て
く
れ
ま
す
。
意
識
が
記
憶
と
予
期
を
意
味
す
る
と
い

う
の
は
、
意
識
が
選
択
と
同
意
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す★

。
28

 

創
造
す
る
と
は
、
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
選
択
の
瞬

間
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
可
能
性
で
は
な
く
て
、
た
だ
行
為
だ
け
が
あ
る
。
行

為
、
つ
ま
り
、
生
命
本
人
に
と
っ
て
は
そ
の
時
、
そ
れ
を
行
う
し
か
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。

今
や
、
自
由
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
、
わ
た
し
は
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
う
。

自
由
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
具
体
的
な
一
つ
の
自
我
と
、
そ
の
自
我

が
遂
行
す
る
行
為
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
定
義
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
が
自
由
で
あ
る
か
ら
だ
。

あ
る
事
物
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
進
展
す
る
も
の
は

分
析
で
き
な
い
。
延
長
あ
る
も
の
は
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
持

続
は
分
解
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
で
も
あ

え
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
意
識
し
な
く
と
も
、
進
展

を
事
物
に
、
内
的
持
続
を
外
的
延
長
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、

と★

。
29

生
命
も
選
択
も
行
為
も
、
過
去-

現
在-

未
来
と
い
う
時
間
の
流
れ
に
お
い

て
あ
る
。
そ
れ
ら
は
流
れ
て
い
て
も
、
生
命
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
ず
っ
と
、

選
択
の
（
持
続
的
）
現
在
だ
け
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
未
来
は
予
見
さ
れ
る
が
、

そ
の
未
来
は
、
「
帰
結
」
と
し
て
、
流
れ
を
と
ど
め
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
過
去
も
現
在
も
、
未
来
か
ら
振
り
返
っ
て
分
析
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
、
終
わ
り
と
い
う
目
的
か
ら
、
現
在
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
限
り
、
本
来
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
持
続
は
、
小
説
家
の
「
書
く
」
と
き
の
独
特
な
現
在
性
と
重
ね

て
み
る
と
よ
い
。
志
賀
の
小
説
を
芥
川
が
賛
嘆
す
る
の
は
、
志
賀
の
自
然
な
自

我
の
発
露
で
あ
る
。
虚
構
に
対
す
る
「
書
く
私
」
の
自
然
さ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
や
は
り
志
賀
が
書
き
な
が
ら
、
ど
こ
か
自
分

で
帰
結
を
知
ら
な
い
、
書
く
と
き
の
創
造
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
そ
の
つ
ど
現
在

と
し
て
、
選
択
を
し
て
い
る
こ
と
に
芥
川
は
打
た
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
当
初

の
構
成
を
先
立
た
せ
る
書
き
方
を
志
賀
は
嫌
う
。
帰
結
ま
で
書
き
す
す
め
る
途

上
の
現
在
が
、
本
当
の
意
味
で
現
在
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
白
樺
派
か

ら
大
い
に
影
響
を
受
け
た
高
見
が
、
書
く
こ
と
で
し
か
わ
か
ら
な
い
、
と
言
う

の
は
、
書
く
こ
と
を
現
在
の
生
成
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
志
賀
の
十
七
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年
に
及
ぶ
「
暗
夜
行
路
」
の
完
成
に
際
し
て
、
か
く
も
長
い
期
間
作
品
へ
の
共
鳴
を
「
持

続
」
さ
せ
る
の
は
凄
い
こ
と
だ
、
と
高
見
は
賞
賛
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
持
続
」
と
い

う
表
現
に
は
当
然
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う★
）30
。

志
賀
は
筋
道
の
面
白
さ
、
と
い
う
こ
と
を
言
う
。

芥
川
君
の
「
奉
教
人
の
死
」
の
主
人
公
が
死
ん
で
見
た
ら
実
は
女
だ
っ

た
と
い
う
事
を
何
故
最
初
か
ら
読
者
に
知
ら
せ
て
置
か
な
か
っ
た
、
と

云
う
事
だ
っ
た
。
今
は
忘
れ
た
が
、
あ
れ
は
三
度
読
者
に
思
い
が
け
な

い
想
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
筋
だ
っ
た
と
思
う
。
筋
と
し
て
は
面
白
く
、

筋
と
し
て
は
い
い
と
思
う
が
、
作
中
の
他
の
人
物
同
様
、
読
者
ま
で
一

緒
に
知
ら
さ
ず
に
置
い
て
、
仕
舞
い
で
背
負
投
げ
を
食
わ
す
や
り
方
は
、

読
者
の
鑑
賞
が
そ
の
方
で
引
張
ら
れ
る
為
め
、
其
所
ま
で
持
っ
て
行
く

筋
道
の
骨
折
り
が
無
駄
に
な
り
、
損
だ
と
思
う
と
私
は
云
っ
た
。
読
者

を
作
者
と
同
じ
場
所
で
見
物
さ
せ
て
置
く
方
が
私
は
好
き
だ
。
芥
川
君

の
よ
う
な
一
行
々
々
苦
心
し
て
行
く
人
の
物
な
ら
、
読
者
は
そ
の
道
筋

の
う
ま
さ
を
味
わ
っ
て
行
く
方
が
よ
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
勿
体
な
い

話
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
云
っ
た
。
あ
れ
で
は
読
者
の
頭
得
に
は
筋

だ
け
が
残
り
、
折
角
の
筋
道
の
う
ま
さ
は
忘
れ
ら
れ
る
、
そ
れ
は
惜
し

い
事
だ
と
云
う
意
味
だ
っ
た★

。
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こ
の
「
筋
道
」
を
物
語
展
開
の
面
白
さ
、と
い
う
意
味
で
と
る
と
曖
昧
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
人
物
に
よ
っ
て—

作
者
に
よ
っ
て
、
選
択

さ
れ
、
選
択
が
一
つ
の
流
れ
を
作
っ
て
い
く
、
小
説
の
真
髄
は
そ
こ
に
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
選
択
す
る
人
間
は
現
在
に
あ
っ
て
、
帰
結
を
知
ら
な
い
。

し
か
し
彼
は
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抜
き
差
し
な
ら
な
い
選
択
が
生

み
出
す
道
筋
こ
そ
、
生
の
歩
み
で
あ
り
、
小
説
な
の
で
あ
る
。

頭
で
す
っ
か
り
で
き
上
っ
た
話
は
書
い
て
面
白
く
な
い
。
流
れ
る
の
で

は
な
く
、
強
引
で
も
の
に
す
る
か
ら
だ★

。
32

 
 

（
五
）
生
の
方
向
性
　
自
と
他

持
続
、
「
私
」
の
内
的
な
流
れ
そ
の
も
の
に
即
す
こ
と
が
、
小
説
と
い
う
叙

事
の
特
質
と
言
っ
て
よ
い
。
「
心
境
小
説
」
（
志
賀
の
小
説
）
は
、
文
字
通
り
作

者
の
「
心
境
」
の
自
然
な
流
れ
を
示
す
典
型
的
な
小
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
私

小
説
に
多
く
の
作
家
が
小
説
と
し
て
の
純
粋
さ
を
み
た
の
は
、
作
家
の
自
我
の

流
れ
の
表
出
が
豊
か
で
あ
る
か
ら
だ
。「
告
白
」
に
な
ぜ
か
く
も
価
値
を
お
く
か
。

何
を
告
白
し
た
か
、
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
、
告
白
と
い
う
行
為
に
伴
う
書

き
手
の
現
在
的
な
強
度
を
純
文
学
の
作
家
達
は
み
る
の
だ
。
重
要
な
の
は
、「
書

く
私
」が
自
然
に
、
確
実
に
、
強
さ
を
も
っ
て
出
て
い
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
宇
野
浩
二
は
高
見
の
私
小
説
の
甘
さ
を
こ
の
よ
う
な
言
い
方
で

批
評
す
る
。
か
つ
て
高
見
は
自
身
の
作
品
を
書
い
た
と
き
、「
ゲ
ロ
」
を
吐
い
た
、

と
言
っ
て
い
た
、—

「
と
こ
ろ
が
、
高
見
の
、
最
近
の
作
で
あ
り
高
見
が
抱

負
を
も
っ
て
書
い
て
い
る
ら
し
い
、
自
叙
伝
ら
し
い
、
長
篇
小
説
、
『
我
が
胸

の
底
の
こ
こ
に
は
』
で
は
、
そ
の
「
ゲ
ロ
」
を
す
こ
し
も
は
い
て
い
な
い★

」33
、

さ
ら
に
「
私
」
の
語
る
文
章
を
あ
げ
、
「
こ
の
文
章
を
よ
め
ば
、
「
ゲ
ロ
」
ど
こ

ろ
か
、
「
き
れ
い
ご
と
」
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
小
説
は
、
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主
人
公
を
あ
ま
や
か
し
す
ぎ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
「
致
命
傷
」
と
も
い
う
べ
き

欠
点
が
あ
る★

」34
。
書
か
れ
た
も
の
以
前
に
、
書
き
手
の
「
私
」
に
甘
え
が
な
い
が
、

そ
こ
が
何
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
書
く
私
」
は
、
小
説
の
進
展
に
よ
っ
て
、
流
れ
て
い
く
、
変
化
し

て
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
変
化
の
豊
か
さ
も
ま
た
優
れ
た
純
文

学
の
指
標
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
生
に
せ
よ
小
説
に
せ
よ
、
「
流
れ
」
と
し
た
場
合
、
そ
の
流
れ
を

促
す
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？　

流
れ
は
変
化
で
あ
る
、
と
言
え
ば
間
違
い

は
な
い
が
、ど
ん
な
変
化
で
も
同
列
に
流
れ
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
説
の
観
点
か
ら
は
否
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
志
賀
が
言
う
よ
う
、
ふ
さ
わ
し

い
「
筋
道
」
が
あ
る
。
ど
こ
に
で
も
行
け
る
よ
う
な
、
そ
の
選
択
に
「
ふ
さ
わ

し
さ
」
が
な
い
変
化
は
筋
道
に
は
な
ら
な
い
。
選
択
す
る
「
私
」
の
筋
道
の
ふ

さ
わ
し
さ
、
た
し
か
さ
を
競
う
の
が
小
説
の
優
劣
と
な
る
だ
ろ
う
。

ふ
さ
わ
し
い
流
れ
、
筋
道
と
は
、
選
択
が
生
み
出
す
歩
み
で
あ
り
、
一
つ
の

す
す
み
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
「
道
」
な
の
だ
、
と
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
批
判
す
る
時
間
の
空
間
化
を
思
わ
せ
て
し
ま
う
が
、
何
か
し
ら
、
ど
ち
ら

か
に
向
か
っ
て
、
す
す
み
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
と
え
ば
大
杉
は
、
目
的
論
的
思
考
を
否
定
す
る
際
に
、
こ
の
よ
う
に
言
う
。

運
動
に
は
方
向
は
あ
る
。
し
か
し
所
謂
最
後
の
目
的
は
な
い
。
一
運

動
の
理
想
は
、
其
の
所
謂
最
後
の
目
的
の
中
に
自
ら
を
見
出
す
も
の
で

は
な
い
。
理
想
は
常
に
其
の
運
動
と
伴
い
、
其
の
運
動
と
共
に
進
ん
で

行
く
。
理
想
が
運
動
の
前
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
運
動
其
者
の
中
に

在
る
の
だ
。
運
動
其
者
の
中
に
其
の
型
を
刻
ん
で
行
く
の
だ★

。
35

 
 

運
動
に
「
目
的
は
な
い
」
、
し
か
し
「
方
向
は
あ
る
」—

こ
こ
で
大
杉
が

お
い
て
い
る
力
点
は
無
論
「
目
的
」
の
否
定
だ
と
し
て
も
、
生
と
は
、
活
動
と
は
、

方
向
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
方
向
性
を
も
っ
た
流
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
流
れ

の
強
さ
と
な
る
。
筋
道
の
強
さ
、
ふ
さ
わ
し
さ
で
あ
る
。
方
向
性
が
混
乱
し
て

い
る
流
れ
は
弱
い
。ど
う
と
で
も
な
り
得
る
小
説
は
強
度
の
な
い
小
説
で
あ
る
。

生
の
活
動
に
は—

大
杉
の
言
葉
で
は
自
我
の
拡
充
に
は—

方
向
性
が
あ

る
。
あ
る
方
向
に
向
か
っ
て
変
化
し
て
い
く
生
、
大
杉
の
思
想
で
は
現
在
の
自

我
の
超
出
と
い
う
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
武
者
小
路
実
篤
の
言
葉
で
は
、

「
自
己
の
生
長
」
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
だ
が
、
よ
り
ふ
み
こ
ん
で
い
け
ば
、

方
向
性
に
は
、「
何
か
」
に
向
か
っ
て
行
く
、と
い
う
性
格
は
拭
い
が
た
く
あ
る
。

つ
ま
り
何
ら
か
の
〈
対
象
〉
に
向
か
っ
て
行
く
と
い
う
相
が
そ
な
わ
る
場
合
も

あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
後
継
と
も
言
え
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
文
学
に
お
け
る
「
生
成

変
化
」
を
説
く
。

書
く
こ
と
は
、
つ
ね
に
未
完
成
で
つ
ね
に
み
ず
か
ら
を
生
み
出
し
つ
つ

あ
る
生
成
変
化
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
生
き
得

る
あ
る
い
は
生
き
ら
れ
た
素
材
か
ら
溢
れ
出
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
プ
ロ

セ
ス
、
つ
ま
り
生
き
得
る
も
の
と
生
き
ら
れ
た
も
の
を
横
断
す
る
〈
生
〉

の
移
行
な
の
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
生
成
変
化
と
分
か
ち
得
な

い
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
女
に–

な
り
、
動
物
あ
る
い
は
植
物
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に–

な
り
、
分
子
に–

な
り
、
知
覚
し
得
ぬ
も
の
に–

な
る
に
至
る★

。36
（
…
） 

生
成
変
化
と
は
、
何
も
の
か
に
「
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、

文
学
は
他
者
と
も
言
え
る
も
の
に
「
な
る
」
運
動
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
も

ち
ろ
ん
、
生
成
変
化—

生
の
移
行
と
は
、
そ
れ
自
体
が
生
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
言
い
直
せ
ば
、
た
と
え
ば
、
文
学
に
お
い
て
女
に
な
ろ
う
と
す
る
、
そ
の

活
動
そ
の
も
の
が
生
で
あ
る
と
言
う
こ
と
と
な
ろ
う
か
。
自
我
で
あ
る
と
言
う

こ
と
と
な
ろ
う
か
。

他
を
求
め
て
い
く
よ
う
な
活
動
こ
そ
を
、
自
我
と
見
な
す
論
理
は
、
ま
た
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
た
西
田
幾
多
郎
に
も
顕
著
に
み
ら
れ

る
。

芸
術
は
人
の
考
え
る
如
く
無
意
識
的
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
常
人
を
越
え
た
明
か
な
意
識
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
は
眼
の
自
覚
で
あ
り
、
音
楽
は
耳
の
自
覚
で
あ
る
。
併
し
そ
こ
で
は

我
々
の
自
己
が
作
ら
れ
た
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
現
在
の

自
己
限
定
と
し
て
、
作
ら
れ
た
物
の
方
向
に
、
自
己
自
身
を
失
い
行
く

方
向
で
あ
る
。
此
故
に
我
々
は
そ
こ
に
永
遠
な
る
も
の
を
見
る
と
考
え

る
。
芸
術
は
単
に
直
観
的
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
自
己
が
自
己

自
身
を
失
い
行
く
方
向
な
る
が
故
に
、
堕
落
の
方
向
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。
無
論
、
真
の
芸
術
は
唯
自
己
が
自
己
自
身
を
失
い
行
く
方
向
で
は

な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
自
己
を
動
か
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
我
々
の
自
己

の
存
在
を
問
う
も
の
で
は
な
い
、
当
為
的
で
は
な
い
。
矛
盾
的
自
己
同

一
的
に
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
い
う
世
界
は
、
行
為
的
直

観
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
的

直
観
と
は
物
と
我
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為

的
直
観
的
に
自
己
が
何
処
ま
で
も
物
と
な
る
、
我
か
ら
物
へ
と
の
方
向

に
於
て
芸
術
と
云
う
も
の
が
成
立
し
、
之
に
反
し
物
が
何
処
ま
で
も
自

己
と
な
る
、
物
か
ら
我
へ
、
即
ち
自
己
が
物
か
ら
生
れ
る
と
い
う
方
向

に
於
て
実
践
の
立
場
と
云
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
（
主
観
か
ら
客

観
へ
に
反
し
、
客
観
か
ら
主
観
へ★
）37
。 

「
自
」
が
最
初
か
ら
「
自
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
他
を
求
め
る
活
動
に

お
い
て
「
自
」
が
生
ま
れ
る
と
見
な
す
西
田
の
論
理
は
、
自
と
他
の
不
思
議
な

「
合
一
」
の
姿
を
示
す
。
「
私
」
が
生
を
得
る
た
め
に
は
、
他
を
目
指
す
活
動
が

不
可
分
な
の
で
あ
る
。

高
度
で
は
あ
る
が
、
芸
術
に
お
け
る
自
他
の
関
係
を
的
確
に
説
明
す
る
理
解

で
あ
る
。
特
に
高
見
は
大
杉
の
「
生
の
拡
充
」
の
論
理
を
、
そ
の
ま
ま
小
説
を

書
く
こ
と
に
引
き
つ
け
て
捉
え
て
い
る
。

「
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
（not-self

）
に
な
れ
な
け
れ
ば
完
全
に
自
分
自

身
に
な
れ
な
い
」
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
言
う
。
こ
こ
に
日
本
の
私
小
説

的
精
神
と
の
画
然
た
る
別
れ
道
が
あ
る
。
だ
が
、「
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
」

の
客
観
的
世
界
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
私
小
説
の
、
そ
の
近
代

小
説
的
な
翼
の
喪
失
は
、
私
小
説
の
罪
と
い
う
よ
り
、
日
本
文
学
の
近
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代
的
未
成
育
の
罪
で
あ
る
。
（
…
）
「
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
」
へ
の
飛
翔

が
で
き
な
い
で
自
己
の
世
界
に
の
み
執
し
て
い
る
私
小
説
の
悲
劇
と
、

自
己
か
ら
の
出
発
と
い
う
こ
と
で
な
く
初
め
か
ら
外
的
現
象
の
な
か
を

た
だ
飛
び
廻
っ
て
い
る
（
そ
れ
は
「
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
」
へ
の
飛
翔
と
は

本
質
的
に
異
っ
た
事
柄
で
あ
る
）
い
わ
ゆ
る
本
格
小
説
の
悲
劇
と
、
果
し

て
ど
っ
ち
が
、
よ
り
悲
劇
的
で
あ
る
が
、
い
な
、
喜
劇
的
で
あ
る
か★

。
38

「
生
の
拡
充
」
と
は
自
我
の
拡
充
で
あ
り
、
拡
充
的
な
自
己
主
張
で
あ
る
。

社
会
悪
を
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
に
書
く
こ
と
は
、
作
家
に
お
い
て
は
自
己
主

張
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
書
く
こ
と
が
客
観
的
に
重
要
な
こ
と

だ
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は
読
者
に
と
っ
て
面
白
い
か
ら
と
い
う
よ
り
、

内
発
的
な
自
己
要
求
と
し
て
書
く
の
が
文
学
で
あ
る
。
そ
れ
が
純
文
学

で
あ
る
。
内
部
の
要
求
か
ら
外
部
を
書
く
こ
と
で
、
内
発
的
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
の
だ★
。

39

高
見
は
私
小
説
を
擁
護
し
、
し
か
し
狭
義
の
私
小
説
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
批

判
し
た
。
芸
術
は
「
私
」
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
「
私
」

で
あ
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
。
「
私
」
の
拡
充
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。
「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
、「
私
」
に
は
な
れ
な
い
。

「
私
」
が
、
「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
を
目
指
す
こ
と
に
お
い
て
、
「
私
」
は
、
拡

充
し
て
ゆ
く
。
「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
に
な
る
こ
と
が
、
高
見
に
と
っ
て
、
真

の
小
説—

虚
構
の
意
味
で
あ
っ
た
。

志
賀
の
言
い
方
で
は
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

小
説
の
要
素
に
は
作
者
か
ら
遊
離
し
た
存
在
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

隅
か
ら
隅
ま
で
作
者
が
出
て
い
る
こ
と
は
自
慢
話
を
き
く
よ
う
な
感
じ

が
す
る
。
作
者
か
ら
独
立
、
あ
る
い
は
遊
離
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ

を
確
実
に
作
者
が
捕
え
て
書
く
、
そ
の
時
そ
の
小
説
は
作
者
だ
け
の
も

の
で
は
な
い
存
在
と
な
る
。

一
方
に
ま
た
、
こ
れ
と
反
対
の
場
合
も
あ
る
。
作
者
の
材
料
に
対
す

る
批
判
が
な
さ
過
ぎ
て
、
い
か
に
も
頼
り
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
か
に

も
う
ま
く
事
柄
が
書
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
作
者
の
人
間
と
い
う
も
の

は
ど
こ
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
う
小
説
も
面
白
く
な
い
も
の

だ★

。
40

（
六
）
な
り
ゆ
く
も
の
の
文
学

方
向
性
、
す
な
わ
ち
自
他
の
関
係
の
問
題
を
含
み
込
む
と
、
や
や
論
理
は
晦

渋
な
相
を
帯
び
て
く
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
整
理
し
て
考
え
よ
う
。
小
説
に

お
け
る
生
の
活
動
に
は
、
同
時
に
発
生
す
る
い
く
つ
か
の
性
格
の
共
存
が
あ
る
。

Ⅰ 

根
幹
に
あ
る
の
は
、
「
書
く
私
」
の
変
化
で
あ
る
。
書
き
手
が
現
在
性
に

立
っ
て
、
そ
の
帰
結
を
知
ら
ず
に
選
択
し
て
い
く
持
続
の
流
れ
で
あ
る
。

Ⅱ 
そ
こ
に
さ
ら
に
、
「
書
く
私
」
を
発
揮
す
る
た
め
に
、
何
を
書
く
か
、
と

い
う
対
象
の
問
題
が
付
随
す
る
。
そ
れ
は
あ
る
「
出
来
事
」
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
自
分
で
は
な
い
他
者
（
無
論
人
間
だ
け
で
な
く
、
自
然
な
ど
も
あ
り
得
る
）

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
過
去
の
自
分
」
か
も
知
れ
な
い
。
（
私
小
説
が
必
ず
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し
も
「
私
」
を
書
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
の
「
私
」
と
現
在
の
「
私
」

の
距
離
感
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
）
「
書
く
私
」
に
と
っ
て
、
隔
た
り
の
あ
る
他
な
る

「
何
か
」
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
活
動
す
る
こ
と
も
ま
た
、
一
つ
の
流
れ
に
な
る
。

Ⅲ 
つ
か
ま
れ
た
対
象
は
、
そ
れ
自
体
が
変
化
し
て
い
く
力
を
持
つ
。
出
来

事
は
変
化
し
て
い
く
し
、
他
な
る
も
の
も
た
だ
ち
に
生
を
そ
な
え
て
変
化
し
始

め
る
。
他
な
る
対
象
に
な
っ
た
時
点
で
終
わ
る
、と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
が
、

叙
事
の
文
学
た
る
所
以
で
あ
っ
て
、
対
象
た
ち
の
変
化
に
も
「
私
」
は
合
流
し

て
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
叙
事
と
「
私
」
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ

て
良
い
。

こ
う
し
た
変
化
の
活
動
の
総
体
が
、
小
説
の
活
動
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
わ
け
丁
寧
に
扱
う
べ
き
は
、
Ⅱ
の
活
動
で
あ
る
。
他
な
る
も
の

に
向
か
い
ゆ
く
運
動
は
、
西
田
が
言
う
よ
う
、
本
来
、
す
べ
て
の
芸
術
（
学
問
）

が
遂
行
す
る
も
の
だ
。
小
説
に
特
権
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
作
り

手
が
「
他
」
に
な
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
作
品
は
、
無
数
に
存
在
す
る
と
さ
え
言

え
る
。
し
か
し
「
他
」
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
説
に
あ
る
種
の
独
自
の
性

格
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
詩
人
を
ゆ
る
ぎ
な
く
自
認
し
て
い

た
草
野
心
平
は
、
詩
に
お
い
て
「
蛙
に
な
る
」
（
正
確
に
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
う

よ
う
、
「
私
」
と
「
蛙
」
の
間
に
新
し
い
ゾ
ー
ン
を
作
り
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
）
。

彼
の
詩
は
、
蛙
の
声
で
あ
り
、
彼
が
蛙
に
な
っ
た
瞬
間
に
発
せ
ら
れ
る
声
で
あ

る
。
そ
こ
に
出
現
し
て
い
る
の
は
、
な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
な
り
ゆ
く
存
在
で

は
な
い
。
抒
情
詩
か
ら
成
長
し
て
き
た
詩
と
し
て
の
、
あ
る
種
の
瞬
間
に
お
い

て
完
成
し
た
姿
で
あ
る
。
だ
が
見
方
を
変
え
れ
ば
、
草
野
心
平
の
内
部
に
は
、

蛙
に
な
る
ま
で
の
道
の
り
も
必
ず
存
在
す
る
。
詩
人
は
な
っ
た
瞬
間
に
お
い
て

書
く
た
め
、
そ
の
道
の
り
を
書
く
こ
と
は
な
い
（
我
々
は
詩
人
の
詩
論
な
ど
に
お

い
て
、
そ
れ
を
知
る
）
。
瞬
間
に
そ
れ
ま
で
の
生
成
変
化
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
る
だ
ろ
う
、
だ
が
歩
み
そ
の
も
の
が
書
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
小
説
は
、
な
り
ゆ
く
歩
み
そ
の
も
の
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
書
き

手
が
求
め
る
、
人
物
が
、
出
来
事
が
、
次
第
に
書
き
手
と
一
体
に
な
っ
て
生
動

し
て
い
く
、
そ
う
し
た
歩
み
そ
の
も
の
を
小
説
は
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

長
さ
を
、
長
さ
を
も
っ
て
描
く
、
そ
う
し
た
欲
望
も
あ
る
と
先
に
書
い
た
が
、

小
説
は
そ
の
欲
望
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

詩
は
到
達
の
瞬
間
、
し
か
し
詩
人
が
蛙
に
な
る
ま
で
の
道
の
り
そ
の
も
の
は
、

物
語
で
あ
る
し
、
神
的
に
完
成
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
我
々
は
、
誰
も
が
そ
の

物
語
を
持
ち
あ
わ
せ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
詩
を
舞
踏
、
小
説
を
歩
行
、
と
言
っ

て
い
る
が
（
「
詩
と
抽
象
的
思
考★
」41
）
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
と
も
言
え
る
。
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
言
葉
に
は
、
小
説
よ
り
も
詩
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ

る
が
、
小
説
が
魯
鈍
な
の
で
は
な
く
て
、
我
々
が
変
化
そ
の
も
の
と
歩
み
を
沿

わ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
が
あ
る
か
ら
、
小
説
は
詩
と
は
違
っ
て
、
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

た
と
え
ば
志
賀
直
哉
は
、
優
れ
た
美
術
を
こ
の
よ
う
に
見
る
。

選
は
総
て
私
の
役
目
で
あ
っ
た
。
選
ぶ
基
準
は
そ
の
物
に
よ
っ
て
如

何
に
自
分
の
心
が
震
い
動
か
さ
れ
た
か
と
い
う
事
に
あ
る
。
そ
し
て
作

者
が
そ
れ
を
作
す
る
時
の
気
持
が
如
実
に
映
っ
て
く
る
場
合
、
私
は
格

別
の
喜
び
と
興
奮
と
を
感
じ
た
。
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前
に
は
現
さ
れ
た
も
の
に
同
化
し
て
行
く
喜
び
だ
っ
た
が
、
今
は
作

者
の
心
地
に
同
化
し
て
行
く
喜
び
と
な
っ
た
。
共
に
主
観
的
な
観
方
で

あ
る
が
、
自
分
と
し
て
は
前
よ
り
ま
し

0

0

な
観
方
と
考
え
た★

。
42

そ
れ
か
ら
美
術
の
も
と

0

0

は
矢
張
り
自
然
な
の
だ
か
ら
、
美
術
の
鑑
賞

は
美
術
だ
け
を
見
て
い
ず
に
、
そ
の
も
と

0

0

で
あ
る
自
然
を
絶
え
ず
注
意

し
て
見
て
い
る
事
が
肝
要
で
あ
る
。
自
分
は
画
家
で
は
な
い
か
ら
、
そ

れ
を
画
面
に
表
現
す
る
事
は
出
来
な
い
が
、
画
家
が
表
現
し
た
も
の
を

見
て
、
そ
の
も
と
が
何
で
あ
る
か
を
勘
づ
く
事
で
、
そ
の
画
が
一
層
よ

く
解
る
と
い
う
事
は
あ
る★
。

43

 

完
成
さ
れ
た
作
品
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
作
り
出
し
て
い
く
人
間
の
模
索
を

感
じ
取
る
と
い
う
の
は
、
実
に
小
説
家
ら
し
い
感
慨
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
対
象
に
向
か
う
、
対
象
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
大
き
な

課
題
を
発
生
さ
せ
る
。
そ
の
対
象
は
「
目
的
」
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
に
と
っ
て
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
帰
結
」

を
意
味
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
帰
結
」
と
は
大
杉
が
こ
と

さ
ら
に
拒
絶
し
た
目
的
論
的
思
考
と
一
致
し
て
し
ま
う
。
生
と
は
、
未
来
を
予

見
し
て
も
、
つ
ね
に
予
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々
は
本
質
的
に
は
、
自

ら
の
流
れ
ゆ
く
帰
結
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
生
の
現
在
性
が
あ
る
の
で

あ
る
。
我
々
の
流
れ
ゆ
く
帰
結
が
す
で
に
わ
か
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
我
々
の

生
は
、
一
挙
に
目
的
へ
の
「
過
程
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々
の
活
動
の
す
べ

て
は
、
目

ジ
ン
テ
ー
ゼ的
へ
と
統
合
さ
れ
ゆ
く
道
で
あ
る—

そ
れ
は
ま
さ
し
く
ヘ
ー
ゲ
ル

の
論
理
の
範
疇
に
入
る
こ
と
と
な
る
。
ま
し
て
我
々
は
、
「
他
」
な
る
も
の
を

思
い
描
く
時
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
の
対
象
が
、
「
私
」
な
ら
ざ
る

も
の
「
全
て
」
を
想
定
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
対
象
と
し
て
の
、
全
存

在
、
全
宇
宙
を
思
い
描
く
時
、
そ
れ
は
す
で
に
与
え
ら
れ
た
「
帰
結
」
と
同
一

の
も
の
を
意
味
す
る
。
帰
結
と
し
て
の
最
高
の
主
客
の
合
一—

そ
の
時
、
全

存
在
は
「
私
」
に
与
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
蛙
を
目
指
し
て
い
た
緊

張
感
あ
る
生
の
歩
み
は
、
実
は
消
え
失
せ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の

世
の
芸
術
と
し
て
生
成
し
て
き
た
小
説
の
無
効
性
を
意
味
す
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
先
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
小
説
に
「
目
的
」
が
あ
り
、

詩
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
ま
せ
る
。
だ
が
理
念
か
ら
離
反
し
て
き
た
小
説

こ
そ
、
本
来
、
目
的
は
あ
っ
て
は
い
け
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
、
詩
人
が
「
舞

踏
」
と
言
う
こ
と
で
、
あ
る
種
、
「
対
象
と
の
合
一
」
を
あ
っ
さ
り
果
た
せ
る

と
考
え
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
実
は
こ
の
世
の
生
に
対
す
る
理
解
が
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
舞
踏
」
は
持
続
的
な
活
動
そ
の
も
の
、

と
い
う
意
味
で
取
る
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
小
説
の
立
場
か
ら
は
、
声
は

あ
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

西
田
哲
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
接
近
、
あ
る
い
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
最
晩
年
の

世
界
観
は
、
あ
る
種
の
活
動
す
る
生
命
の
帰
結
を
ど
こ
か
、
全
存
在
に
振
り
向

け
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
そ
の
合
一
が
成
立
す
る
と
き
、
芸
術
の
仕

事
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
の
世
の
具
象
性
は
ど
こ
に
も
そ
の
影
が
な
い
。

志
賀
直
哉
の
「
暗
夜
行
路
」
は
、
全
宇
宙
と
の
合
一
が
帰
結
で
は
な
い
。
主
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人
公
は
そ
れ
を
見
た
後
、
ど
こ
に
帰
っ
て
く
る
か
。
我
々
は
あ
の
作
品
の
終
わ

り
を
、
何
度
と
な
く
思
い
返
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

（
七
）
小
説
の
終
わ
り

昨
晩
野
間
賞
の
会
が
あ
り
誰
も
反
対
す
る
も
の
な
く
広
津
氏
に
き
ま

り
ま
し
た
が　

た
だ
川
端
康
成
氏
の
み
は
終
始
強
く
「
い
や
な
感
じ
」

を
推
し
、
他
の
銓
衡
委
員
も
「
い
や
な
感
じ
」
は
立
派
な
作
品
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
難
を
い
え
ば
終
り
方
が
ば
た
ば
た
と
終
っ
て
い
る
の
が

…
…
と
い
う
と
、
川
端
氏
は
「
小
説
は
あ
の
よ
う
に
終
る
も
の
で
す
、

今
の
人
の
小
説
は
み
な
間
違
っ
て
い
る
、
小
説
は
あ
の
よ
う
に
終
る
の

が
本
当
で
す
、
今
の
小
説
は
み
な
間
違
っ
て
い
る
」
と
二
度
繰
り
返
し

て
い
わ
れ
ま
し
た★

。
44

 

　

で
は
生
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
、
小
説
の
終
わ
り
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

小
説
に
と
っ
て
、
帰
結
は
目
的
で
は
な
い
。
小
説
家
は
書
く
と
き
に
、
そ
の
終

わ
り
を
知
ら
な
い
。

「
完
成
さ
れ
た
物
語
」
を
否
定
し
、
テ
ロ
ス
を
拒
絶
す
る
な
ら
ば
、
小
説
に
は
「
終

わ
り
」
が
な
い
と
言
う
方
が
、
た
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
終
わ
り
な
き
生
成
、

永
遠
の
未
完
成
、
物
語
は
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
く—

し
か
し
、
そ
う
い
う

答
え
も
ま
た
再
び
、
形
而
上
学
を
招
来
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
世
の
生

と
し
て
始
ま
っ
た
小
説
の
本
質
を
手
放
す
も
の
で
あ
る
。

生
に
は
終
わ
り
が
あ
る
。
新
た
な
る
も
の
に
流
転
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
や
は
り
個
の
生
に
は
一
つ
の
終
わ
り
が
あ
る
。
生
成
に
は
消
滅
が
あ

る
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
小
説
家
が
、
自
ら
の
小
説
に
「
終
わ
り
」
を
つ
け
る
。
永

遠
の
流
れ
を
願
っ
た
小
説
家
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

愛
の
恍
惚
に
は
、
つ
ね
に
死
の
影
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
真
の
愛
は

そ
の
極
致
に
お
い
て
、
死
と
接
し
て
い
る
。
愛
は
生
命
の
表
現
で
あ
り

主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
の
拡
充
で
あ
る
は
ず
の
愛
な
の
に
、
生
命

の
燃
焼
と
し
て
の
愛
の
恍
惚
に
は
、
か
な
ら
ず
生
命
の
否
定
と
し
て
の

死
の
感
覚
が
と
も
な
っ
て
い
る
。

生
命
の
表
現
と
し
て
の
芸
術
に
も
、
つ
ね
に
死
が
訪
れ
て
い
る
は
ず

だ
。
芸
術
は
生
命
の
拡
充
な
の
に
、
生
命
の
燃
焼
と
し
て
の
表
現
に
は

生
命
の
否
定
と
し
て
の
死
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ひ
と
つ
の
表
現
が
完
成
し
た
と
き
、
そ
の
芸
術
家
の
生
命
は
ほ
ん
と

は
死
ん
で
い
る
の
だ
。
か
ら
っ
ぽ
を
感
じ
る
の
は
そ
の
た
め
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
ま
た
、
充
実
を
感
じ
る
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
愛
が
死

の
影
と
と
も
に
あ
り
な
が
ら
、
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
約
束
す
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
芸
術
に
お
け
る
死
は
、
新
た
な
生
の
回
復
を
約
束
す
る
。

そ
れ
が
充
実
感
を
与
え
る
の
だ★

。
45

次
な
る
創
造
の
た
め
に
死
が
必
要
と
な
る
。
創
造
と
死
は
つ
ね
に
不
可
分
の

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
小
説
家
は
未
完
を
悲
し
む
。

で
は
そ
の
死
と
は
、
流
れ
の
消
滅
と
は
、
小
説
の
終
わ
り
と
は
、
ど
の
よ
う

に
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
人
間
の
最
奥
の
場
所
に
あ
る

力
で
あ
る
。
最
も
秘
め
ら
れ
た
力
で
あ
り
、
事
実
、
ど
の
小
説
家
も
語
ろ
う
と
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し
て
い
な
か
っ
た
。
先
に
川
端
が
言
う
よ
う
、
小
説
を
書
く
人
間
が
深
く
共
有

し
て
い
る
何
か
で
あ
る
。

小
説
の
終
わ
り
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
、
主
題
の
過
不
足
な
い
展
開
、

問
い
の
解
決
、
と
す
れ
ば
終
わ
り
の
意
味
は
よ
く
説
明
で
き
る
。
近
代
小
説
家

で
あ
っ
て
も
、
あ
る
程
度
は
構
成
と
い
う
発
想
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
を
用
い

る
作
家
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
や
は
り
小
説
は
、
小
説
家
に
と
っ
て
、
思

い
も
か
け
ぬ
終
わ
り
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

小
説
の
終
わ
り
は
、
先
に
知
る
終
わ
り
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
小
僧
の
神
様
」

の
よ
う
な
、
作
者
自
身
も
思
い
も
か
け
ぬ
終
わ
り
方
が
正
し
い
。
そ
し
て
そ
れ

は
単
な
る
偶
発
的
な
中
絶
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
芥
川
の
言
葉
を

思
い
出
せ
ば
、
そ
の
帰
結
が
打
た
れ
た
と
き
、
「
未
完
成
に
も
似
た
完
成
」
を

実
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
は
ど
こ
で
死
を
迎
え
る
か
わ
か
ら

な
い
、
し
か
し
、
死
を
迎
え
た
と
き
、
そ
の
生
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
つ
の
確

か
な
流
れ
を
な
し
て
い
る
。
一
つ
の
流
れ
の
生
成
と
消
滅
を
、
た
し
か
に
我
々

は
み
る
。

（
…
）
よ
く
訊
か
れ
る
こ
と
だ
が
、
「
暗
夜
行
路
」
の
最
後
で
、
主
人
公

が
死
ん
で
し
ま
う
の
か
、
助
か
る
の
か
、
と
い
う
事
だ
が
、
そ
れ
は
僕

も
定
め
て
い
な
い
。
助
か
れ
ば
申
分
な
い
が
、
助
か
ら
な
く
て
も
よ
し

と
い
う
程
の
気
持
に
夫
婦
と
も
に
な
っ
た
の
で
、
あ
そ
こ
で
筆
を
止
め

た
。
そ
う
い
う
落
ち
つ
き
に
到
達
し
た
と
す
れ
ば
そ
れ
か
ら
先
は
ど
う

な
っ
て
も
い
い
と
い
う
風
に
思
っ
て
、
終
り
に
し
た★

。
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暗
い
夜
の
中
を
歩
い
て
き
た
、
主
人
公
の
気
持
ち
で
あ
り
、
妻
の
気
持
ち
で

あ
り
、
そ
し
て
書
き
手
の
志
賀
の
気
持
ち
の
、
一
つ
の
静
か
な
終
わ
り
で
あ
る
。

主
人
公
は
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
、
妻
も
生
き
て
い
く
か

も
知
れ
な
い
、
書
き
終
え
た
志
賀
も
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
、
一
つ
の
生
は
、
一
つ
の
流
れ
は
、
こ
こ
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
終

わ
り
を
自
ら
悟
り
、
自
ら
選
ぶ
の
で
あ
る
。

小
説
家
は
自
ら
の
生
と
同
じ
く
、
小
説
に
お
い
て
も
「
終
わ
り
」
を
退
け
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
終
わ
り
を
知
ら
な
い
個
我
が
、
自
ら
向
き
合
い
認
め
る

「
終
わ
り
」
。
し
か
し
そ
れ
が
生
と
し
て
の
小
説
の
力
で
あ
る
。

結構
造
主
義
の
流
入
以
降
、
日
本
に
お
い
て
志
賀
直
哉
を
頂
点
と
す
る
よ
う
な

小
説
の
評
価
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
「
私
」
は
近
代
の
同
一
性
信
仰
の
元
凶
と

し
て
、
こ
と
さ
ら
に
否
定
さ
れ
た
。
「
私
」
は
「
個
」
で
は
な
い
、
「
個
」
で
あ

る
べ
き
で
は
な
い—

そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
正
し
い
か
、
否
か
。

小
説
は
近
代
的
な
個
我
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
個
我
は
当
初
か

ら
散
文
性
を
、—

つ
ま
り
は
散
逸
性
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
散
逸
性

こ
そ
が
、
こ
の
世
の
生
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
個
体
と
し
て
の
同

一
的
な
「
私
」
を
描
く
の
が
近
代
小
説
だ
と
い
う
の
は
も
と
よ
り
正
し
く
な
い
。

志
賀
も
高
見
も
、—

純
文
学
の
小
説
家
た
ち
は
み
な
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」

に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
説
が
描
い
て
き
た
、
生
成
す
る
「
私
」
、

未
完
成
の
「
私
」
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
「
私
」—

こ
れ
ら
は
、
近
代
的
な
個
我
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か
ら
生
ま
れ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。

志
賀
直
哉
ら
の
小
説
が
、
構
造
主
義
以
降
の
思
想
に
耐
え
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
構
造
主
義
以
降
失
わ
れ
た
小
説
の
本
源

的
な
力
が
、
か
つ
て
の
小
説
家
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
言
い
た
い
の

で
あ
る
。
生
成
の
思
想
は
、
本
来
、
決
し
て
他
者
と
共
有
し
得
な
い
、
「
私
」

の
内
的
な
時
間
の
追
究
か
ら
始
ま
っ
た
。
し
か
し
構
造
主
義
以
降
の
思
想
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
、
「
社
会
」
に
よ
っ
て
、
文
学
を
意
味

づ
け
よ
う
と
し
た
。
文
学
は
社
会
の
文
学
現
象
の
輪
の
中
で
、
誰
の
も
の
で
も

な
い
、
テ
ク
ス
ト
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
合
間
に
か
ら
め
と
ら
れ
る
も
の
に
な
っ

た
。
あ
る
の
は
個
我
で
は
な
く
、
誰
も
が
自
ら
変
革
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
、

網
の
目
で
あ
る
。
小
説
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
と
同
じ
く
、
せ
い
ぜ

い
、
既
存
の
網
の
目
の
破
れ
目
を
探
す
も
の
に
頽
落
し
た
観
が
あ
る
。
そ
し
て

見
つ
け
た
破
れ
目
は
、
た
だ
ち
に
新
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
、
埋
め
ら

れ
て
い
く
。
見
つ
け
た
「
私
」
は
結
構
な
仕
事
を
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
が
、

そ
れ
を
行
っ
た
の
は
「
私
」
で
は
な
く
社
会
で
あ
る
。
そ
の
論
理
か
ら
ゆ
く
と
、

個
人
名
の
小
説
家
と
い
う
の
も
語
義
矛
盾
だ
ろ
う
。
作
品
は
社
会
が
生
み
出
す

巨
大
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
、
個
人
と
し
て
の
芸
術
家
は

存
在
し
な
い
。
巨
大
な
社
会
構
造
は
、
誰
に
も
手
綱
を
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

ふ
く
れ
あ
が
り
、
構
造
が
望
む
ま
ま
に
、
小
説
家
は
物
語
を
書
く
。
自
身
の
望

み
で
は
な
く
。
そ
こ
に
は
歴
史
と
い
う
期
待
さ
え
、
奪
わ
れ
て
い
る
。

だ
が
繰
り
返
す
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
社
会
で
決
し
て
共
有
さ
れ
得
な
い

内
的
な
流
れ
を
生
成
の
思
想
の
基
点
に
お
い
た
。
社
会
を
導
入
す
る
と
き
、
堕

落
し
、
失
わ
れ
る
生
の
時
間
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
に
、
も
う
一
度
立
ち
帰
っ

て
始
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？

か
つ
て
小
説
家
た
ち
が
、
彼
ら

だ
け
で
味
わ
っ
て
い
た
、
こ
の
世
の
生
の
所
有
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　
　
　

M
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W
as soll uns denn das ewge Schaffen!
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ichts hinwegzuraffen?
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a ists vorbei!« W

as ist daran zu lesen?

E
s ist so gut, als wär es nicht gewesen,

U
nd treibt sich doch im

 K
reis, als wenn es wäre!

Ich liebte m
ir dafür das E

wigleere.
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メ
フ
ィ
ス
ト　

　
　
　
　
　
　
　

針
は
落
ち
た
。
終
わ
っ
た
。

合
唱　

　

過
ぎ
去
っ
た
。

メ
フ
ィ
ス
ト　

　

過
ぎ
去
っ
た
！　

馬
鹿
な
言
葉
だ
。

　

な
ぜ
過
ぎ
去
っ
た
？　

　

過
ぎ
去
っ
た
の
と
純
粋
に
無
い
の
は
全
く
同
じ
だ
。

　

永
遠
の
創
造
と
は
一
体
な
ん
だ
。

　

創
造
し
て
は
無
に
消
し
去
る
？

　

「
過
ぎ
去
っ
た
！
」　

何
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

　

最
初
か
ら
無
か
っ
た
の
と
同
じ
だ
。

　

な
の
に
何
か
あ
る
か
の
よ
う
に
ま
わ
り
つ
づ
け
る
。

　

お
れ
は
永
遠
の
虚
無
の
方
が
好
き
だ
。

過
ぎ
去
る
も
の
は
、
無
で
は
な
い
の
か
。
一
大
小
説
時
代
の
幕
開
け
に
立
つ
、

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
エ
ス
の
叫
び
に
、
我
々
は
何
と
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

過
ぎ
去
る
も
の
、
変
化
す
る
も
の
、
生
ま
れ
て
は
続
き
、
消
え
る
も
の
、
そ
れ

こ
そ
が
こ
の
世
の
人
間
の
生
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
決
し
て
無
と
同
じ
で

は
な
い
。
小
説
は
無
と
同
じ
で
は
な
い
。

★
1 

高
見
順
「
文
学
者
の
運
命
」
『
新
潮
』
一
九
四
七
年
八
月
、
『
高
見
順
全
集
』

十
三
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、
四
四
七
。

★
2 

高
見
順
「
文
学
的
現
代
紀
行
」
『
群
像
』
一
九
六
〇
年
一
〜
一
二
月
、
『
高
見

順
全
集
』
十
五
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
二
年
、
四
七
七
。

★
3 

前
掲
高
見
、
「
文
学
者
の
運
命
」
『
高
見
順
全
集
』
十
三
巻
、
四
四
六
。

★
4 

前
掲
高
見
、
「
文
学
的
現
代
紀
行
」
『
高
見
順
全
集
』
十
五
巻
、
四
八
〇
。

★
5 

高
見
順
に
お
け
る
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
影
響
、
大
杉
栄
の
思
想
的
影
響
に
つ
い

て
は
、
拙
著
『
生
と
し
て
の
文
学　

高
見
順
論
』
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

に
ま
と
め
て
い
る
。

★
6 

プ
ロ
ッ
プ
は
、
物
語
を
人
物
の
行
為
の
連
鎖
と
理
解
す
る
。
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・

プ
ロ
ッ
プ
『
昔
話
の
形
態
学
』
（
原
著
一
九
二
八
年
）
北
岡
誠
司
・
福
田
美

智
代
（
訳
）　

白
馬
書
房
、
一
九
八
七
年
。

★
7 

Ｇ
・
Ｗ
・
Ｆ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
下
巻
（
原
著
一
八
三
五
〜
三
八
年
）

長
谷
川
宏
（
訳
）
作
品
社
、
一
九
九
六
年
、
三
二
〇
。

★
8 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
二
七
三
。

★
9 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
四
六
。

★
10 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
四
七
。

★
11 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
詩
学
／
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ

ス
詩
論
』
松
本
仁
助
・
岡
道
男
（
訳
）
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
三
九
〜

四
〇
。

★
12 

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
ア
ル
シ
テ
ク
ス
ト
序
説
』（
原
著
一
九
七
九
年
）

和
泉
涼
一
（
訳
）
星
雲
社
、
一
九
八
六
年
。

★
13 
前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
九
二
。

★
14 
ゲ
ー
テ
「
叙
事
文
芸
と
劇
文
芸
に
つ
い
て
」
（
原
著
一
八
二
七
年
）
、
小
岸
昭

（
訳
）
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
十
三
巻
、
潮
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
。

★
15 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
二
二
。
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★
16 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
二
二
〜
三
二
三
。

★
17 

前
掲
ヘ
ー
ゲ
ル
、
『
美
学
講
義
』
下
巻
、
三
二
三
。

★
18 

島
村
抱
月
「
自
然
主
義
の
価
値
」
『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
年
五
月
。

★
19 
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ
「
小
説
の
理
論
」
（
原
著
一
九
二
〇
年
）
、
原
田
義
人
・

佐
々
木
基
一
（
訳
）
『
小
説
の
理
論
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、

一
〇
一
〜
一
〇
二
。

★
20 

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
「
叙
事
詩
と
長
編
小
説
」
（
原
著
一
九
三
八
年
）
川

端
香
男
里
（
訳
）
『
世
界
批
評
大
系
７　

現
代
の
小
説
論
』 

筑
摩
書
房
、

一
九
七
五
年
、
六
。

★
21 

前
掲
バ
フ
チ
ン
、
「
叙
事
詩
と
長
編
小
説
」
、
一
九
〜
二
〇
。

★
22 

前
掲
バ
フ
チ
ン
、
「
叙
事
詩
と
長
編
小
説
」
、
二
〇
。

★
23 

芥
川
龍
之
介
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
『
改
造
』
一
九
二
七
年
四

月
〜
八
月
。

★
24 

志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」
『
白
樺
』
一
九
二
〇
年
一
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二
七
九
。

★
25 

芥
川
龍
之
介
「
大
正
九
年
度
文
壇
上
半
期
決
算
」『
秀
才
文
壇
』
一
九
二
〇
年

七
月
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
七
五
。

★
26 

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
「
意
識
と
生
命
」
（
原
著
一
九
一
一
年
）
池
辺
義
教

（
訳
）
『
哲
学
的
直
観
ほ
か
』
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
〇

〜
一
二
二
。

★
27 

ク
ロ
ー
ド
・
ブ
レ
モ
ン
は
『
物
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
（
（
原
著
一
九
六
四
年
）

阪
上
脩
（
訳
）
審
美
文
庫
、
一
九
七
五
年
）
に
お
い
て
、
プ
ロ
ッ
プ
の
目
的

論
的
志
向
を
批
判
し
て
、
選
択
の
複
数
性
を
説
く
が
、
本
稿
で
は
も
ち
ろ
ん

そ
の
姿
勢
は
と
ら
な
い
。

★
28 

前
掲
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
「
意
識
と
生
命
」
、
一
二
九
。

★
29 

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の

試
論
』
（
原
著
一
八
八
九
年
）
竹
内
信
夫
（
訳
）
白
水
社
、
二
〇
一
〇
年
、

二
一
〇
〜
二
一
一
。

★
30 

高
見
順
「
文
学
に
於
け
る
独
創
と
順
応
」
『
都
新
聞
』
一
九
三
八
年
一
月
。

★
31 

志
賀
直
哉
「
沓
掛
に
て
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年
九
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
二
。

★
32 

志
賀
直
哉
「
革
文
函
」
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
六
年
一
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
八
四
。

★
33 

宇
野
浩
二
「
高
見
順
」『
小
説
の
文
章
』
創
芸
社
、
一
九
四
八
年
、『
高
見
順
全
集
』

別
巻
、
四
六
一
。

★
34 

前
掲
宇
野
、
「
高
見
順
」
、
別
巻
、
四
六
二
。

★
35 

大
杉
栄
「
生
の
創
造
」『
近
代
思
想
』
一
九
一
四
年
一
月
、『
大
杉
栄
全
集
』
二
巻
、

ぱ
る
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
六
三
。

★
36 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
批
評
と
臨
床
』
（
原
著
一
九
九
三
年
）
守
中
高
明
・

谷
政
親
（
訳
）
河
出
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
一
二
。

★
37 

西
田
幾
多
郎
「
実
践
哲
学
序
論
」
『
哲
学
論
文
集
第
四
』
岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年
、
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

一
一
〇
。

★
38 

高
見
順
「
日
本
の
近
代
小
説
と
私
小
説
的
精
神
」
『
芸
術
』
第
三
号
、

一
九
四
七
年
四
月
、『
高
見
順
全
集
』
十
三
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、

四
三
一
。

★
39 

高
見
順
「
純
文
学
と
昭
和
文
学
」『
新
潮
』
一
九
六
二
年
三
月
、『
高
見
順
全
集
』

十
三
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、
七
一
四
。

★
40 
志
賀
直
哉
「
青
臭
帖
」『
中
央
公
論
』
一
九
三
七
四
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
六
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二
六
四
。

★
41 

「
歩
行
は
散
文
と
同
じ
く
、
明
確
な
一
対
象
を
目
指
し
ま
す
。
そ
れ
は
或
る

も
の
に
向
っ
て
進
め
ら
れ
る
一
行
為
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
そ
の
も
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の
に
た
ど
り
着
く
に
在
り
ま
す
。
歩
行
に
そ
の
歩
き
方
を
命
じ
、
そ
の
方
向
、

速
度
を
指
定
し
、
こ
れ
に
一
つ
の
有
限
の
終
点

0

0

0

0

0

を
与
え
る
の
は
、
現
在
の
諸

事
情
、
例
え
ば
一
対
象
の
要
求
と
か
、
私
の
欲
求
の
衝
動
と
か
、
私
の
身
体

や
私
の
視
覚
や
土
地
や
の
状
態
等
、
こ
う
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
歩
行

の
あ
ら
ゆ
る
特
質
は
こ
れ
ら
の
瞬
間
的
に
し
て
、
且
つ
そ
の
つ
ど
互
い
に

個
々
に

0

0

0

結
合
す
る
諸
条
件
か
ら
演
繹
さ
れ
ま
す
。
歩
行
に
よ
る
移
動
で
、
特

殊
な
適
応
で
な
い
も
の
は
な
く
、
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
つ
ど
、
行
為
の
成
就
、

到
達
さ
れ
た
目
的
に
よ
っ
て
廃
棄
せ
ら
れ
て
、
い
わ
ば
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
り
ま
す
。

　

舞
踊
と
言
え
ば
全
く
別
物
で
す
。
そ
れ
は
い
か
に
も
一
行
為
体
系
に
は
ち

が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
行
為
自
体
の
裡
に
己
が
窮
極
を
有
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
舞
踊
は
ど
こ
に
も
行
き
は
し
ま
せ
ぬ
。
も
し
何
か
の
対
象

を
追
求
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
観
念
的
対
象
、
一
の
状
態
、
一
の

花
の
幻
影
、
一
の
生
命
の
極
点
、
一
の
微
笑—
虚
空
に
微
笑
を
求
め
て
い

た
者
の
面
上
に
最
後
に
浮
か
ぶ
微
笑
に
、
す
ぎ
ま
せ
ぬ
」
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ

レ
リ
ー
「
詩
と
抽
象
的
思
考
」（
原
著
一
九
三
九
年
）
佐
藤
正
彰
（
訳
）『
ヴ
ァ

レ
リ
ー
全
集
』
六
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
、
八
四
。

★
42 

志
賀
直
哉
「
「
座
右
宝
」
序
」『
座
右
宝
』
座
右
宝
刊
行
会
、
一
九
二
六
年
、『
志

賀
直
哉
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
八
〇
。

★
43 

志
賀
直
哉
「
美
術
の
鑑
賞
に
つ
い
て—

「
少
年
美
術
館
」
の
為
に—

」『
図

書
』
一
九
五
〇
年
十
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、

三
〇
八
。

★
44 

大
久
保
房
男　

高
見
順
宛
書
簡　

昭
和
三
八
年
十
一
月
十
六
日　

『
日
本
近

代
文
学
館
資
料
叢
書　

文
学
者
の
手
紙
６
』
博
文
館
新
社
、
二
〇
〇
四
年
、

二
二
五
。

★
45 

前
掲
高
見
、
「
文
学
的
現
代
紀
行
」
『
高
見
順
全
集
』
十
五
巻
、
四
八
〇
〜

四
八
一
。

★
46 

志
賀
直
哉
「
中
村
真
一
郎
君
の
疑
問
に
つ
い
て
」『
文
芸
』
一
九
四
八
年
五
月
、

『
志
賀
直
哉
全
集
』
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
三
六
。

こ
ば
や
し
・
あ
つ
こ
（
就
実
大
学
准
教
授
）


