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巻
頭
言

 

総
合
文
化
研
究
所
長
　
　
柴
田
勝
二

　
一
昨
年
四
月
に
、
本
学
に
本
格
的
な
多
分
野
交
流
施
設
と
し
て
、
ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
が
竣
工
し
、

そ
の
中
心
施
設
で
あ
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
が
様
々
な
用
途
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
体
の

施
設
名
に
含
ま
れ
る
「
ア
ゴ
ラ
」
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
民
会
が
開
か
れ
、
商
品
の
売
買
が
お
こ

な
わ
れ
る
市
場
で
も
あ
っ
た
広
場
を
指
し
、
劇
場
名
の
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ゼ
ウ

ス
の
元
か
ら
火
を
盗
み
出
し
人
間
に
文
明
の
源
を
も
た
ら
し
た
ギ
リ
シ
ャ
神
話
中
の
神
の
名
で
あ
る
。
本

学
の
ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
に
お
い
て
も
教
員
・
学
生
が
集
い
、
知
と
文
化

の
交
流
が
お
こ
な
わ
れ
る
広
場
と
し
て
機
能
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
本
学
で
は
専
攻
語
と
し
て
学
ば
れ
て
い
る
二
十
六
言
語
に
よ
る
「
語
劇
」
が
大
学
祭
の
期
間
に
催
さ
れ
、

生
き
た
外
国
語
学
習
の
場
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
と
同
時
に
、
地
域
の
人
々
も
多
く
観
覧
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
言
語
と
そ
れ
が
話
さ
れ
て
い
る
国
々
の
文
化
や
歴
史
を
知
っ
て
も
ら
う
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
は
大
教
室
に
臨
時
に
ス
テ
ー
ジ
を
設
置
し
、
そ
こ
で
上
演
さ
れ
て
い
た
が
、
一
昨
年
か
ら
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
で
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
は
五
五
〇
名
を
収
容
し
、

音
響
・
照
明
の
設
備
も
整
っ
た
本
格
的
な
劇
場
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
語
劇
を
上
演
す
る
学
生
も
、
外
国

語
学
習
の
発
表
の
場
で
あ
る
だ
け
で
な
く
「
劇
」
を
見
せ
る
機
会
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
力
を
入
れ

て
練
習
し
、
舞
台
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
劇
の
上
演
に
限
ら
ず
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
の
開
催
や
、

通
常
の
授
業
に
も
使
わ
れ
、
本
学
の
文
化
的
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
水
準
向
上
に
大
い
に
役
立
っ
て
い

る
。
本
研
究
所
で
も
、一
昨
年
は
「
語
り
と
劇
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』」、昨
年
は
「
子
規
　
六
尺
の
天
地
」

と
い
う
二
つ
の
劇
を
上
演
し
、
多
く
の
一
般
市
民
を
含
む
観
客
を
魅
了
し
た
。
演
奏
家
を
招
い
て
コ
ン
サ

ー
ト
を
催
す
こ
と
も
あ
り
、
文
化
研
究
を
軸
と
す
る
本
研
究
所
に
と
っ
て
は
、
活
動
を
後
押
し
す
る
施
設

の
登
場
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
「
一
昨
年
」
と
い
う
形
で
ホ
ー
ル
の
紹
介
を
記
し
て
い
る
の
は
、
昨
年
「
総
合
文
化

研
究
」
の
刊
行
が
投
稿
論
文
の
不
足
に
よ
っ
て
成
ら
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
大
い
に
反

省
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
今
後
は
研
究
論
文
の
発
表
と
い
う
研
究
者
の
基
本
を
押
さ
え
な
が
ら
、
多
角
的

な
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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6

る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
い
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
く

に
十
九
世
紀
半
ば
の
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
ロ
マ
ン

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
提
唱
や
、
そ
れ
ら
と
同
時
代
の
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル

や
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
ら
に
よ
る
小
説
作
品
が
、
捕
鯨
船
な
ど
の

船
の
内
部
の
空
間
や
広
大
な
海
の
広
が
り
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
植
民

地
時
代
の
歴
史
的
空
間
な
ど
を
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
、
あ
る
い
は
現

実
に
存
在
す
る
場
所
と
し
て
前
提
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い

2
。

　
エ
マ
ソ
ン
がN

ature

冒
頭
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
主
張
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
眼
目
と
な
る
の
は
、「
わ
た
く
し
た

ち
」 (“our”,

　“w
e”)

と
恣
意
的
に
名
指
さ
れ
る
な
に
も
の
た
ち
か
の
、
集

団
に
よ
る
過
去
・
歴
史
と
の
関
係
の
取
り
結
び
の
再
考
だ
っ
た

3
。
そ
れ

が
十
九
世
紀
前
半
の
国
家
主
義
的
な
文
芸
復
興
運
動
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
曖
昧
な
か
た
ち
で
成
立
し
て
い
た
ら

し
い
初
期
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
そ
の
文
化
の
固
有
性
は
、
一
部
の
詩
作

品
を
の
ぞ
け
ば
文
芸
創
作
そ
の
も
の
に
携
わ
る
こ
と
な
く
、
国
家
的
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ふ
さ
わ
し
く
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演“The 

A
m

erican Scholar”

を
は
じ
め
と
す
る
講
演
や
エ
ッ
セ
イ
に
よ
っ
て
文
芸

論
を
展
開
し
た
エ
マ
ソ
ン
や
そ
の
追
従
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
現
実
に
存
在

す
る
な
に
か
と
い
う
よ
り
も
先
験
的
に
存
在
す
る
は
ず
の
諸
条
件
と
し

て
想
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
不
在
の
ゴ
シ
シ
ズ
ム
―I died for beauty

に
お
け
る
詩
と
死
の
時
空
間
、
非
人
称
の

詩
学
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
藤
雄
二

1. 「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
存
在
の
神
話

　
ア
メ
リ
カ
十
九
世
紀
ロ
マ
ン
派
の
詩
一
般
が
、
強
く
存
在
論
的
な
詩
学

を
提
唱
し
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
正
確
さ
を
欠

い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン

に
よ
る
詩
論
、
ヘ
ン
リ
ー
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
に
よ
るW

alden

な
ど
の
著
作
、
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
のLeaves of G

rass

な
ど
は
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
土
地
と
し
て
の
固
有
性
や
、
外
界
を
眼
差
す

「
目
」（“eye”

）
と
眼
差
し
の
対
象
と
な
る
「
自
然
」(“nature”)

が
と
も
に

存
在
し
、
知
覚
作
用
や
芸
術
創
作
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
お
こ
な
い
う
る
空
間

が
現
前
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
作
品
群
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
し
、
ア
メ
リ
カ
的
な
詩
学
を
確
立
し
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
のLeaves 

of G
rass

は
、
語
り
手
と
し
て
想
定
さ
れ
た
「
私
」(“m

yself”)
が
、
空
間

お
よ
び
時
間
の
通
常
の
制
約
を
超
え
て
、
ア
メ
リ
カ
全
土
を
旅
し
、
眼
差

し
や
語
り
の
対
象
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
や
そ
の
過
去
、
未
来
を
記
述

し
、
そ
れ
ら
を
魔
法
に
よ
る
か
の
よ
う
に
し
て
現
前
さ
せ
る
、
強
く
存
在

論
的
な
詩
学
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

1
。

　
十
九
世
紀
の
作
品
に
か
ぎ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
文
学
一
般
に
お
い
て
、
ア

メ
リ
カ
大
陸
の
自
然
や
そ
こ
に
構
築
さ
れ
た
人
工
的
な
空
間
の
環
境
世

界
と
し
て
の
あ
り
か
た
が
自
明
の
前
提
事
項
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
あ
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2. 
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
詩
学

　
本
稿
の
主
題
と
な
る
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
群
は
、
ラ
ル
フ
・

ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
が
す
で
に
代
表
的
な
詩
論
を
発
表
し
て
ロ
マ

ン
派
の
詩
学
を
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
土
壌
に
移
入
し
、
エ
マ
ソ
ン
や
ソ

ロ
ー
が
他
の
超
絶
主
義
者
た
ち
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る

最
初
の
文
化
的
運
動
を
興
し
た
場
所
で
あ
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
コ

ン
コ
ー
ド
か
ら
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
ア
マ
ー
ス
ト
で
、
密
か
に
書
き

継
が
れ
た
。
そ
れ
ら
の
詩
は
、ほ
ん
の
少
数
を
除
い
て
、現
在
で
は
「
フ
ァ

シ
ー
ク
ル
」(“fascicles”)

と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
稿
の
束
と
し
て

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
死
後
ま
で
未
発
表
の
ま
ま
に
保
管
さ
れ
、
死
後
デ
ィ

キ
ン
ソ
ン
の
親
族
に
よ
っ
て
不
完
全
な
形
で
編
集
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
。

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
が
本
格
的
に
評
価
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
二
十
世
紀

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
、「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
の
詩
人
た
ち
が
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン

に
よ
る
断
片
化
さ
れ
た
短
詩
形
と
そ
の
硬
質
な
言
語
の
質
に
注
目
す
る

に
い
た
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
日
記
の
よ
う
に
し
て
書
き

継
い
だ
詩
作
品
の
総
体
が
よ
う
や
く
一
般
読
者
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
は
、
一
九
五
六
年
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
る
全
詩
集
の
出
版
、
さ

ら
に
一
九
九
八
年
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
よ
る
詳
細
な
テ
ク
ス
ト
研
究
を

踏
ま
え
た
全
詩
集
の
出
版
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に

も
よ
く
知
ら
れ
た
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
ま
つ
わ
る
神
話
で
あ
る

4
。

　
こ
う
し
た
経
緯
や
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
い
う
詩
人
が
現
代
ア
メ
リ
カ
文

化
の
な
か
で
付
与
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
「
ア
マ
ー
ス
ト
の
隠
者
」
な
ど
の

パ
ー
ソ
ナ
ル
か
つ
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
は
さ
て
お
き
、
デ
ィ
キ
ン
ソ

ン
の
詩
が
上
記
の
よ
う
な
経
緯
で
現
在
に
い
た
る
ま
で
読
み
継
が
れ
、
お

も
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
時
代
の
ア
メ
リ
カ
作
家
や
詩
人
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
の
現
代

的
な
特
質
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
視
覚
的
効
果

の
使
用
法
な
ど
が
、
現
在
の
詩
人
た
ち
に
す
ら
影
響
を
与
え
、
た
と
え
ば

ア
メ
リ
カ
現
代
詩
を
代
表
す
る
詩
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
ス
ー
ザ
ン
・
ハ
ウ

が
、
創
作
に
お
い
て
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、M

y Em
ily D

ickinson (B
erkeley: N

orth A
tlantic B

ooks, 1995)

の

よ
う
な
、
現
代
に
お
け
る
詩
人
と
し
て
の
創
作
活
動
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と

を
直
接
に
結
び
つ
け
る
試
み
と
も
思
わ
れ
る
研
究
書
を
出
版
す
る
な
ど

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う

5
。
と
く
に
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・

オ
ル
ソ
ン
や
ビ
ー
ト
派
の
詩
人
な
ど
、
エ
マ
ソ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

流
れ
を
汲
む
ア
メ
リ
カ
的
詩
人
た
ち
に
つ
ぐ
、L=A

=N
=G

=U
=A

=G
=E 

poets

な
ど
以
降
の
現
代
詩
人
た
ち
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
の
類
縁
性
は
際

立
っ
て
い
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
ポ
ー
な
ど
と
並
ん
で
、
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ

ン
ソ
ン
の
作
品
と
そ
の
解
釈
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
や
文
化
研
究
に
向
か
う

誰
に
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
的
特
質
を
議
論
す
る
際
の
き
わ
め
て
危
険
な

試
金
石
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
エ
マ
ソ
ン
と
同
時
代
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

創
作
し
た
詩
人
と
し
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
当
時
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

風
潮
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
指
向
性
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
詩

作
品
に
お
け
る
王
権
や
非
ア
メ
リ
カ
的
要
素
へ
の
頻
繁
な
言
及
や
、
ト
ラ

ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
円
環
の
イ

メ
ジ
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
「
自
然
」
の
有
機
的
全
体
性
に
呼
応
す
る
イ

メ
ジ
の
多
用
、
時
の
経
過
、
進
行
と
自
我
と
の
葛
藤
を
思
わ
せ
る
語
り
の

頻
出
な
ど
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る

6
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
主
流
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
主
唱
者
た
ち
が
、
あ
る
意
味
で
無
意
識
的
に
不
在
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と
し
て
の
存
在
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
を
言
説
の
基
調
と
し
て
文
化
活
動

や
創
作
を
行
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
そ
の
時
代
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
パ
ラ
ド
ク
ス
そ
の
も
の
を
生
き
、
創
作
し
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
奇
し
く
も
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
詩
人
お
よ
び
個
人
と
し
て
十
九
世
紀

ア
メ
リ
カ
の
文
芸
サ
ー
ク
ル
や
社
会
か
ら
積
極
的
に
不
在
で
あ
ろ
う
と

し
た
こ
と
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
に
お
け

る
語
り
、
イ
メ
ジ
、
詩
形
の
独
自
性
は
、
存
在
の
強
さ
や
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
さ

で
は
な
く
、
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
が
看
過
し
た
、
上
で
述
べ

た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
お
い
て
む
し
ろ
よ
り
根
源
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
不
在
そ
の
も
の
の
根
源
性
を
強
く
主
張
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

3. 

テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
芸
術
観
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
学

　
現
在
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
ひ
と
つ

の
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
論
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
二
十
世
紀
半
ば
の
劇
作
家
テ
ネ

シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
お
そ
ら
く
は
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
た
い
す
る
あ

る
種
の
羨
望
の
念
を
こ
め
て
か
、Cat on a H

ot Tin R
oof

の
序
文“Person 

to Person”

に
お
い
て
、
墓
の
空
間
を
舞
台
設
定
と
し
た
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン

の
詩I died for beauty 

を
引
用
し
て
い
る
。

“The discretion of social conversation, even am
ong friends, is 

exceeded only by the discretion of ‘the deep six,’ that grave w
herein 

nothing is m
entioned at all. Em

ily D
ickinson, that lyrical spinster 

of A
m

herst, M
assachusetts, w

ho w
ore a strict and savage heart on a 

taffeta sleeve, com
m

ented w
ryly on that kind of posthum

ous discourse 
am

ong friends in these lines: “I died for beauty, but w
as scarce / 

A
djusted in the tom

b, / W
hen one w

ho died for truth w
as lain / In an 

adjoining room
. / H

e questioned softly w
hy I failed? / ‘For beauty,’ I 

replied. / ‘A
nd I for truth,--the tw

o are one, / W
e brethren are,’ he said. 

/ A
nd so, as kinsm

en m
et a night, / W

e talked betw
een the room

s, / 

U
ntil the m

oss had reached our lips / A
nd covered up our nam

es. 

7

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
の
序
文
で
提
示
し
て
い
る
文
学
的
前
提
は
、
そ
も

そ
も“Person to Person”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
表
わ
れ
て
い
る
、
自
己

表
現
と
し
て
の
文
芸
創
作
と
い
う
い
く
ぶ
ん
古
風
と
も
い
え
る
も
の
で

あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
表
現
者
に
特
徴
的
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の

は
、
自
分
の
姿
に
周
囲
の
注
意
を
向
け
よ
う
と
や
っ
き
に
な
る
南
部
の
少

女
で
あ
り
、
そ
の
少
女
の“Look at m

e!”

と
い
う
叫
び
で
あ
る
。
自
己

表
現
の
貴
重
さ
を
強
調
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
文
学
性
と
序
文
全
体
の

叙
情
性
が
現
代
に
お
け
る
典
型
的
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
態
度
に
も
と
づ

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き

序
文
の
特
徴
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
を
引
用
す
る
に
あ

た
っ
て
、
生
と
死
と
い
う
二
項
対
立
を
同
時
に
導
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
序
文
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

生
の
領
域
に
属
す
る
自
分
と
死
の
領
域
に
あ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
を
明
確

に
差
異
化
す
る
こ
と
で
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
を
他
な
る
死
と
決
定
的
に
結
び

つ
け
、
葬
り
去
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
死
後
の
世
界
で
の
真
実
と
美
の

一
致
を
墓
の
内
部
の
空
間
で
の
対
話
を
と
お
し
て
歌
っ
た
デ
ィ
キ
ン
ソ

ン
のI died for beauty

を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
表
現
の
究
極
的

な
か
た
ち
と
し
て
引
用
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
同
時
に
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
を
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———　ことばと空間　———

み
ず
か
ら
の
創
作
の
場
で
あ
る
「
生
」
の
領
域
と
切
り
離
し
、
他
者
化
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
の
存
在
と
し
て
の
主
体

に
よ
る
叙
情
的
表
現
を
生
に
属
す
る
も
の
と
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
、
引

用
さ
れ
た
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
そ
の
も
の
と
の
深
い
齟
齬
で
あ
る
。
個
人

に
よ
る
自
己
表
現
と
し
て
の
文
学
と
い
う
考
え
か
た
は
、
そ
も
そ
も
表
現

す
る
主
体
の
絶
対
的
で
強
力
な
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
、
カ
ン

ト
哲
学
の
傍
流
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
そ

の
末
流
や
西
欧
一
般
に
お
け
る
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
存
在
論
や
存
在

論
に
も
と
づ
い
た
思
想
・
哲
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
不
在
に
た
い

し
て
存
在
を
特
権
化
し
、
不
在
を
他
者
化
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
、
デ
カ
ル
ト
主
義
的
な
「
コ
ギ
ト
」
に
も
と
づ
い
た
存
在

論
は
、
思
考
す
る
主
体
の
知
覚
の
対
象
を
主
体
の
存
在
の
下
位
に
置
き
、

主
体
に
と
っ
て
の
現
れ
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
体
を
他

者
、
不
在
と
し
て
主
体
の
下
位
に
位
置
づ
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
自
然
化

す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
そ
う
し
た
議
論
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
現
象
学
的
、
精

神
分
析
的
な
観
点
か
ら
文
学
に
お
け
る
空
間
を
論
じ
た
ガ
ス
ト
ン
・
バ

シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
る
よ
く
知
ら
れ
た
著
作
『
空
間
の
詩
学
』
な
ど
を
あ
げ

て
み
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
家
の
イ
メ
ジ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
詩
人

や
作
家
の
想
像
力
に
固
有
の
空
間
を
文
学
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
と

し
、
空
間
の
内
部
性
と
外
部
性
と
の
隔
た
り
と
相
互
関
係
と
を
文
学
論
と

し
て
提
示
す
る
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
は
、
現
代
の
視
点
か
ら
は
い
く
ぶ

ん
奇
妙
に
思
わ
れ
る
と
し
て
も
、
存
在
論
的
な
詩
学
に
と
っ
て
お
そ
ら
く

必
然
的
な
帰
結
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
。
十
九
世
紀
主
流
の
ア
メ
リ
カ
的

詩
学
や
そ
の
末
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
の
文
学
観
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
属
す
る
文
化
が
こ
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

が
提
示
す
る
内
部
と
外
部
、
存
在
と
不
在
、
肯
定
と
否
定
と
の
二
重
構
造

の
一
方
を
特
権
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
は
、『
空
間
の
詩
学
』
末
尾
に
お
い
て
、
存
在
論
的
、
現
象
学
的
、
精

神
分
析
的
文
学
論
の
帰
結
を
お
そ
ら
く
あ
る
種
の
憂
慮
と
と
も
に
記
述

し
、
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
学
一
般
の
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

外
部
と
内
部
は
分
割
の
弁
証
法
を
形
成
し
、
そ
し
て
こ
の
弁
証
法
の
明
白

な
幾
何
学
は
、も
し
わ
れ
わ
れ
が
暗
喩
の
領
域
で
こ
れ
を
作
用
さ
せ
る
と
、

た
ち
ま
ち
わ
れ
わ
れ
を
盲
い
さ
せ
る
。
そ
れ
は
一
切
を
決
定
す
る
肯
定
と

否
定
の
弁
証
法
の
鋭
い
明
晰
性
を
も
つ
。
わ
れ
わ
れ
は
不
注
意
に
も
、
こ

れ
を
、
一
切
の
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
の
思
想
を
支
配
す
る
イ

メ
ジ
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
た
が
い
に
か
さ
な
り
あ
い
、
あ
る
い
は
た
が

い
に
相
い
れ
な
い
円
を
え
が
く
と
、
論
理
学
者
た
ち
の
規
則
は
み
な
た
ち

ま
ち
明
瞭
に
な
る
。
哲
学
者
が
内
部
と
外
部
と
を
い
う
と
き
に
は
、
存
在

と
非
存
在
と
を
か
ん
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
も
っ
と
も
深
い
形
而
上
学
は

暗
黙
の
幾
何
学
、
欲
し
よ
う
と
欲
し
ま
い
と
、
思
想
を
空
間
化
す
る
幾
何

学
に
根
ざ
し
て
い
る

8
。

　
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩I died for beauty

に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
内
部
空
間
に
よ
っ
て
、
存
在
の
始
ま
り
を
生
成
す
る
子

宮(“w
om

b”)

と
生
と
存
在
論
の
領
域
に
お
い
て
不
在
で
あ
り
外
部
の
不

在
の
領
域
と
し
て
想
定
さ
れ
る
死
や
墳
墓(“tom

b”)

が
と
も
に
含
意
さ
れ

て
い
る
。
死
が
始
ま
り
と
な
るI died for beauty

に
お
い
て
は
、
肯
定

と
否
定
、
存
在
と
非
存
在
、
内
部
と
外
部
と
は
、
不
在
と
し
て
の
語
り
と

そ
の
語
り
の
場
で
あ
る
墓
地
の
内
部
の
空
間
に
よ
っ
て
同
時
的
に
隠
喩
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化
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
一
般
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
死
後
の
墓
の “betw

een 
the spaces”

で
の
対
話
と
い
う
、
存
在
と
不
在
と
を
併
せ
持
っ
た
空
間
に

お
い
て
隠
喩
化
し
、
二
十
世
紀
に
い
た
る
ま
で
の
ロ
マ
ン
派
の
詩
学
一
般

や
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
・
ロ
マ
ン
派
の
ジ
レ
ン
マ
を
そ
の
も
の
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
に
お
そ
ら
く
成
功
し
て
い
る
。

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
実
存
的
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

と
し
て
も
、C

at on a H
ot Tin Roof

序
文
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

二
十
世
紀
半
ば
の
標
準
的
な
芸
術
観
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
が
文
芸
創
作
や
詩
的
感
性
の
主
体
を
特
権
化
し
、
女
性
を
他
者
と
し
て

表
象
す
る
こ
と
を
自
然
な
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
あ
い
に
は
、
文

学
的
主
体
と
し
て
の
女
性
に
た
い
す
る
差
別
意
識
が
言
う
ま
で
も
な
く

含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
ア
マ
ー
ス
ト
の
叙
情
的

な
あ
の
老
嬢
」(“that lyrical spinster of A

m
herst”)

と
よ
ぶ
詩
人
は
、
そ
う

し
た
制
約
か
ら
も
確
実
に
逃
れ
出
て
ゆ
く

9
。

4. 

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
お
け
る
主
体
と
声
の
消
滅

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
がI died for beauty 

に
お
け
る
「
死

後
の
対
話
」(“posthum

ous discourse”)

と
よ
ぶ
も
の
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

が
前
提
す
る
よ
う
な
生
の
な
か
に
現
前
す
る
自
我
に
よ
る
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
個
別
性
と
ユ
ニ
ー
ク
な
声
を
特
徴
と
す
る
対
話
で
は
な

い
10
。
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
よ
る
芸
術
家
「
個
人
」(“person”)

の
定
義
は
、

お
そ
ら
く
エ
マ
ソ
ン
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
が
提
示
す
る

定
義
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。I died for beauty

に
お
い
て
、

対
話
は
「
何
も
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
あ
の
墓
」(“that grave w

herein 
nothing is m

entioned at all”)

の
な
か
で
続
け
ら
れ
る
。
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の

作
品
に
お
け
る
沈
黙
と
は
絶
対
的
な
沈
黙
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
が
例
に
挙
げ
て
い
る
少
女
が
声
を
あ
げ
叫
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
て
い

な
い
。
声
の
音
と
し
て
の
実
質
を
文
学
的
表
現
と
す
る
立
場
は
、
お
そ
ら

く
必
然
的
に
声
と
沈
黙
と
を
階
層
的
に
二
項
対
立
と
し
て
措
定
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が

I died for beauty

を
引
用
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
死
後
の
絶

対
的
な
沈
黙
と
静
寂
の
な
か
で
続
く
「
死
後
の
対
話
」
は
、
生
や
存
在
と

し
て
の
声
と
身
体
性
と
の
領
域
と
は
階
層
を
と
も
な
っ
て
差
異
化
さ
れ

る
他
な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
序
文
に
お
け
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
の
提
示
は
、
芸

術
創
作
そ
の
も
の
の
普
遍
性
へ
の
願
望
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

“Look at m
e!”

と
叫
ぶ
少
女
の
イ
メ
ジ
が
提
示
す
る
女
性
芸
術
家
に
よ
る

直
接
的
な
自
己
表
現
へ
の
羨
望
と
あ
い
ま
っ
て
、
ジ
ョ
ー
ン·

ド
ブ
ソ
ン

ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
実
に
は
女
性
に
よ
る
個
人
的
表
現
の
可
能
性

を
他
と
し
て
の
死
と
沈
黙
の
領
域
に
追
い
や
る
男
性
中
心
の
ひ
と
つ
の

戦
略
と
も
思
わ
れ
て
く
る

11
。

　I died for beauty

に
お
い
て
沈
黙
や
不
在
が
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
の
意

味
あ
い
は
、
声
に
引
用
符
が
つ
け
ら
れ
た
。
具
体
的
な
発
話
で
あ
る
は
ず

の
声
が
、
い
わ
ば
沈
黙
に
囲
ま
れ
る
形
式
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ

け
に
特
徴
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
文
学
に
お
け
る

「
声
」
の
概
念
は
、
そ
れ
を
先
駆
け
と
し
て
提
示
し
た
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ

チ
ン
に
よ
る
小
説
論
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
独
立
性
を
前
提
と

し
て
い
た
。
し
か
し
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
も
そ
も
声
は
現
前
し
て
お

ら
ず
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
独
自
性
や
身
体
と
し
て
の
個
別
性
も
声
や
テ
ク
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ス
ト
そ
の
も
の
に
現
前
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
ら
の
指

摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
声
の
主
体
や

語
り
の
主
体
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
文
字
に
よ
る

指
示
対
象
の
現
前
を
、
形
而
上
学
と
し
て
前
提
し
な
い
か
ぎ
り
、
き
わ
め

て
曖
昧
か
つ
不
可
能
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　I died for beauty
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
個
別
化
さ
れ

た
「
個
人
か
ら
個
人
」
と
の
対
話
と
し
て
思
考
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
詩
の
最
後
の
行
で
は
、
美
と
真
実
の
た
め
に
死
ん
だ
無
名
の
二
人
に

よ
る
対
話
は
、「
苔
が
わ
た
く
し
た
ち
の
唇
と
名
前
を
隠
す
ま
で
」(“until 

the m
oss had covered up our lips and our nam

es”)

続
く
の
だ
と
さ
れ
て
お

り
、
墓
の
空
間
の
な
か
で
対
話
す
る
二
人
の
身
体
は
朽
ち
て
ゆ
き
も
す
る

こ
と
が
想
像
さ
れ
、
個
人
と
し
て
の
人
間
や
そ
の
身
体
、
名
前
に
含
意
さ

れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
ど
が
む
し
ろ
消
失
す
る
な
か
で
沈
黙
の

対
話
は
成
立
し
て
い
る
。I died for beauty

が
提
示
す
る
詩
学
は
、ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
や
エ
マ
ソ
ン
、
現
代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
人
た
ち
の
も
の
と

は
こ
と
な
り
、
語
る
主
体
を
欠
い
た
、
沈
黙
の
言
語
の
な
か
に
消
失
し
て

ゆ
く
無
名
の
個
人
に
よ
る
詩
学
な
の
で
あ
る
。

5. 

エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と“im

personality”

　
主
体
の
現
前
と
主
体
に
よ
る
自
己
表
現
を
文
学
的
表
現
の
根
源
と
す

る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
化
的
土
壌
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
沈
黙
を
発
話

の
基
盤
と
し
、
芸
術
創
作
の
主
体
を
消
去
す
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
学

は
、
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
る
が
、
シ
ャ
ロ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
が

Im
personality

で
詳
細
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
マ
ン·

メ
ル
ヴ
ィ

ル
やT. S. 

エ
リ
オ
ッ
ト
な
ど
を
含
ん
だ
十
九
世
紀
か
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に

い
た
る
時
代
の
作
家
や
詩
人
た
ち
の
作
品
に
お
い
て
、
主
流
と
さ
れ
る
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
作
家
や
詩
人
た
ち
の
「
個
人
」
を
基
盤
と
し
た
文
学
と

は
こ
と
な
っ
た
、“im

personal”

な
詩
学
が
じ
つ
は
支
配
的
だ
と
指
摘
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
本
論
で
エ
マ
ソ
ン
や
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
例
に

と
っ
て
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
、
存
在
と
不
在
と
を
階
層
構
造
的
に
二

項
対
立
化
す
る
存
在
の
詩
学
と
、
不
在
を
絶
対
的
な
基
盤
と
す
る
詩
学

は
、
十
九
世
紀
の
詩
や
小
説
作
品
か
ら
ア
メ
リ
カ
現
代
詩
、
現
代
文
学
に

い
た
る
ま
で
、
つ
ね
に
併
存
し
て
き
た
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
文
学
の
モ
ー

ド
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
に
優
れ
た

先
進
的
な
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
論Lyric Tim

e: D
ickinson and the L

im
its of 

G
enre (B

altim
ore: The Johns H

opkins U
. P., 1979)

を
発
表
し
て
も
い
る

キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、「person

と
い
う
語
は
、
ス
テ
ー
タ
ス
（
物
や
動

物
と
区
別
さ
れ
た
合
理
的
存
在
の
こ
と
）
を
与
え
る
が
、
何
ら
物
質
的
な
も

の
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
」(“the w

ord person confers status (designating 
a rational being in distinction to a thing or an anim

al),” but “it does not

…
… 

presum
e anything of substance”)

。
主
流
の
ア
メ
リ
カ
・
ロ
マ
ン
派
や
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
な
ど
の
実
存
主
義
的
現
代
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
の
前
提
と
は
こ
と

な
り
、「
芸
術
家
を
定
義
づ
け
る“personality”

の
消
滅
」
に
よ
っ
て
基

礎
づ
け
ら
れ
る
文
学
や
芸
術
表
現
が
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
て
い
る

13
。

　
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
親
し
ん
だ
読
者
で
あ
れ
ば
、I died for beauty 

以
外

に
も
、
多
く
の
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
が
死
者
の
観
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
了
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
や
は
り
よ
く
知
ら
れ

て
い
る“I heard a fly buzz w

hen I died”

は
、
語
り
手
が
す
で
に
死
ん

で
、
身
体
が
解
体
し
つ
つ
あ
る
時
の
進
行
の
な
か
で
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
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し
、
南
北
戦
争
な
ど
の
歴
史
に
コ
メ
ン
ト
す
る
、
つ
ま
り
歴
史
表
象
の
可

能
性
に
か
か
わ
る
詩
に
お
い
て
も
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
死
者
の
視
点
を
多

用
し
、
歴
史
を
現
実
の
生
と
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
表
象
す
る
こ
と
を
拒

む
。
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
に
お
い
て
、
声
や
身
体
性
や
時
の
進
行
、
歴
史

な
ど
は
注
意
深
く
存
在
や
生
の
領
域
か
ら
除
外
さ
れ
、
死
や
そ
れ
が
も
た

ら
す
無
時
間
的
な
領
域
に
お
け
る
無
の
絶
対
性
の
一
部
と
し
て
、
き
わ
め

て
冷
静
に
脱
構
築
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
の
言
語
や
言
語
が
提
示
す

る
無
と
し
て
の
な
に
も
の
か
は
、
十
九
世
紀
半
ば
に
一
般
的
だ
っ
た
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ジ
や
自
然
観
、
時
間
観
、
歴
史
観
や
そ
れ
ら
に
か
か

わ
る
同
時
代
的
諸
言
説
を
反
復
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
提
示
す
る
現
実
的

な
磁
場
か
ら
半
ば
解
き
放
た
れ
、
よ
り
制
限
の
な
い
、
自
由
な
表
現
を
可

能
に
す
る
。
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
芸
術
家
個
人
の
限
界
か
ら
の

解
放
へ
の
願
望
を
序
文
で
強
調
し
て
い
る
の
だ
が
、“person”

と
し
て
の

芸
術
家
に
必
然
的
に
つ
き
ま
と
う
そ
う
し
た
限
界
は
、
実
在
と
さ
れ
る
個

人
の
限
界
の
外
部
で
あ
る
、I died for beauty 
の
墓
の
不
在
の
ス
ペ
ー
ス

の
絶
対
的
沈
黙
と
、
そ
の
沈
黙
の
一
部
と
し
て
の
語
り
に
よ
っ
て
解
き
放

た
れ
る
。
ド
ブ
ソ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
み
ず
か
ら

の
詩
の
語
り
手
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
わ
た
く
し
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
仮

想
の
人
物
の
こ
と
な
の
で
す
」(“—

it does not m
ean—

m
e—

but a supposed 
person”)

と
述
べ
て
お
り
、
語
り
手
は
詩
人
本
人
で
は
な
く
、
詩
に
よ
っ

て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
変
化
さ
せ
る
、
つ
ね
に
仮
想
の
誰
か
な
の
で

あ
る

14
。

　I died for beauty

は
ま
た
、そ
れ
が
反
復
し
て
い
る
キ
ー
ツ
の“G

recian 
U

rn”

と
も
こ
と
な
っ
て
い
る
。I died for beauty 

と“G
recian U

rn”

を

比
較
す
れ
ば
、
語
り
の
方
向
性
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

Thou still unravish'd bride of quietness, 
Thou foster-child of silence and slow

 tim
e, 

Sylvan historian, w
ho canst thus express 

A
 flow

ery tale m
ore sw

eetly than our rhym
e: 

     

…
… 

Thou, silent form
, dost tease us out of thought  A

s doth eternity: C
old 

Pastoral! W
hen old age shall this generation w

aste,  
Thou shalt rem

ain, in m
idst of other w

oe      
Than ours, a friend to m

an, to w
hom

 thou say'st,  
"B

eauty is truth, truth beauty," - that is all          

Ye know
 on earth, and all ye need to know.

15

　
詩
冒
頭
で
の
ギ
リ
シ
ャ
の
壷
は
、“Thou still unravish’d bride of 

quietness,/Thou foster-child of silence and slow
 tim

e”

と
、沈
黙
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
詩
の
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
代
弁
さ
れ
る「
も
の
」で
あ
る
。し
か
し
、詩
の
末
尾
で
、“B

eauty 
is truth, truth beauty”

と
い
う
あ
る
種
の
モ
ラ
ル
を
、
長
い
時
の
流
れ
を

経
て
存
在
し
て
き
た
普
遍
的
美
的
対
象
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
の
壷
そ
の

も
の
が
発
話
し
述
べ
る
結
末
で
は
、I died for beauty 

の
結
末
と
は
逆

に
、
壷
は
語
り
手
と
な
り
、“person”

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

が
確
立
さ
れ
、
物
質
的
な
も
の
に
声
が
与
え
ら
れ
る
。
真
実
と
美
と
の
一

致
は
、
お
そ
ら
く
物
質
的
な
も
の
と
発
話
と
の
一
致
で
も
あ
る
。
キ
ー
ツ

も
ま
た
、「
夢
」
と
「
真
実
」
の
二
項
対
立
的
な
要
素
に
深
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
書
簡
に
お
い
て
想
像
力
の
真
証
性

(“the authenticity of im
agination”)

を
定
義
し
、「
想
像
力
は
、
目
覚
め
て
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そ
れ
が
真
実
だ
と
気
づ
い
た
ア
ダ
ム
の
夢
に
た
と
え
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
」(“Im

agination m
ay be com

pared to A
dam

’s dream
 – he aw

oke and 
found it truth.”)

と
述
べ
て
い
る

16
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ー
ツ
が
生
や
歴
史

や
存
在
を
そ
れ
自
体
と
一
致
し
た
単
純
に
ひ
と
つ
の
位
相
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
夢
が
実
現
す
る
こ
と
が
想
像
力
の
真
証

性
の
証
し
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の

文
学
観
に
類
似
し
て
、
キ
ー
ツ
は
真
実
性
や
存
在
、
生
を
想
像
力
の
優
越

し
た
領
域
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
ま
た
、
キ
ー
ツ
の
詩
が
、
通
常
の
時
間
の
流
れ
を
経
た
壷
の
語
り
に

よ
っ
て
生
や
支
配
的
な
歴
史
観
に
親
し
い
西
欧
的
な
美
を
提
示
す
る
の

に
た
い
し
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
歴
史
、
時
間
観
は
、
語
り
の
始
ま
り

と
終
わ
り
で
あ
る
死
が
一
致
す
る
瞬
間
を
始
ま
り
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
時
間
の
始
ま
り
と
終
わ
り
や
、
そ
の
経
過
そ
の
も
の
を
無
効
化
し

て
い
る
。I died for beauty

に
お
け
る
も
っ
と
も
奇
妙
な
詩
行
は
、
結
語

と
な
る“until the m

oss had covered up our lips and our nam
es”

で
あ

る
。
詩
行
は“until the m

oss had covered”

と
な
っ
て
お
り
、“until the 

m
oss covered”

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
詩
に
お
け
る
沈
黙
の
語
り
が
た

ど
り
着
く
地
点
は
、
キ
ー
ツ
の
詩
と
は
こ
と
な
り
、
動
き
や
進
行
で
は

な
く
あ
る
完
了
し
て
静
止
し
た
状
態
で
あ
り
、
そ
の
状
態
は
あ
ら
か
じ

め
到
達
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
進
行
を
と
め
て
い
る
。
読
者
は
こ
こ
で
、

“betw
een the spaces”

と
さ
れ
る
あ
い
だ
の
空
間
が
そ
の
も
の
と
し
て
は

存
在
し
え
な
い
こ
と
に
似
て
、
死
後
の
対
話
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
時

間
的
差
異
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
シ
ャ
ロ
ン
・

キ
ャ
メ
ロ
ン
がLyric Tim

e

に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
通
常
の

意
味
で
全
体
性
を
形
成
す
る
は
ず
の
時
間
的
始
ま
り
や
終
わ
り
や
時
間

性
の
連
鎖
、
そ
し
て
空
間
の
完
結
性
は
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
は
む

し
ろ
存
在
の
全
体
性
を
損
な
う
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
時
間
の
連
鎖
や
空
間
の
完
結
性
を
破
綻
さ
せ
る

の
で
あ
る

17
。
墓
地
に
お
け
る
対
話
と
い
う
設
定
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

イ
ギ
リ
ス
の“graveyard school”

や
ゴ
シ
ッ
ク
趣
味
を
思
わ
せ
る
も
の

だ
が
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
的
な
ゴ
シ
シ
ズ
ム
は
、
謎
が
潜
む
空
間
そ
の
も
の

の
完
結
性
を
破
綻
さ
せ
、
探
求
の
時
間
的
・
空
間
的
目
的
を
不
在
化
す
る
、

反
近
代
的
と
も
い
え
る
構
造
を
内
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
不
在
の
探
求

こ
そ
が
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
の
読
書
経
験
と
な
る
。

6. 「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン

　
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
代
表
と
す
る
新
興
文
化
運
動
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
初
期
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
こ
と
な
っ
た
文
化
や
歴
史
を
創

設
す
る
試
み
を
開
始
し
た
一
八
三
〇
年
代
に
起
き
た
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
に
お
け
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
原
理
的
な
問
題
に

図
式
的
に
還
元
さ
れ
う
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
エ
マ
ソ
ン
ら
が
創
設
し
よ

う
と
し
た
文
芸
の
原
理
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
合
衆
国
の
過
去
や
伝
統
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
民
主
主
義
的
な
「
私
」「
自
我
」
で
あ
り
、
そ
の
原
理

自
体
は
エ
マ
ソ
ン
の
講
演
や
エ
ッ
セ
イ
で
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
文

芸
や
歴
史
観
の
絶
対
的
な
前
提
と
な
る
実
在
と
し
て
措
定
さ
れ
な
が
ら

も
、
現
実
に
は
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
エ
マ
ソ
ン
ら
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
実
質
的
に
は
不
在
で
あ
る
自
我
の

存
在
が
歴
史
や
過
去
と
向
き
合
い
、
そ
れ
ら
を
記
述
の
対
象
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
自
然
」
や
「
歴
史
」
と
よ
ば
れ
る
な
に
も
の
か
が
生
ま
れ
て
、

そ
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
十
九
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世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
文
化
論
的
言
説
一
般
が
、
自
我

と
自
然
、
主
体
と
客
体
と
の
関
係
を
文
芸
に
お
け
る
記
述
の
原
理
と
し
て

想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
は
不
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
的

な
主
体
と
そ
も
そ
も
主
体
概
念
を
成
立
さ
せ
る
要
件
と
し
て
必
要
不
可

欠
な
は
ず
の
客
体
概
念
を
存
在
の
原
理
と
し
て
提
出
し
、
し
か
も
そ
う
し

た
「
新
し
い
」
関
係
性
を
、
そ
れ
「
以
前
の
」
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
た
関

係
性
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
確
か
だ
っ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
過
去
や
歴
史
が
自
動
的
に
生
成
さ
れ
る
よ
う
な
装
置
を
仕
込
む

こ
と
が
、
エ
マ
ソ
ン
の“N

ature”

そ
の
他
の
著
作
に
お
け
る
戦
略
の
一

側
面
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
エ
マ
ソ
ン
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
ら
が
提
唱
し
た
ア
メ
リ
カ
的
な
民
主
主

義
的
「
自
我
」
に
よ
る
語
り
は
、
主
体
と
客
体
を
相
互
依
存
的
に
ナ
ル
シ

シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
性
と
し
て
想
定
し
、
上
記
の
よ
う
な
原
理
に
よ
っ

て
存
在
と
不
在
と
を
逆
転
し
て
提
示
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
復
興

が
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
以
前
」
と
し
て
の
過
去
や
歴
史
を
、
い

ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
「
以
後
」
の
存
在
に
よ
る
視
点
を
提
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
す
こ
と
、
主
体
と
し
て
の
自
我
と
客
体
と
し
て
の
自

然
と
の
関
係
性
を
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
自
然
と
そ
こ
に
あ
ら
た
に
参

入
す
る
自
我
と
し
て
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
の
自
我
の
絶
対
性
と
、
眼

差
さ
れ
、
記
述
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
自
然
と
し
て
逆
転
し
た
関
係
に
お
い

て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
は
ず
の
自
然

の
絶
対
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
メ

リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
文
化
が
原
理
的
に
孕
ん
で
い
た
パ
ラ
ド
ク

ス
で
あ
る
。「
以
後
」の
基
盤
と
な
る
は
ず
の「
以
前
」は「
以
後
」に
よ
っ

て
つ
く
り
だ
さ
れ
、過
去
の
自
我
の
存
在
や
自
我
に
先
立
つ
べ
き
「
自
然
」

や
歴
史
の
存
在
は
、
実
質
的
に
は
不
在
で
あ
る
現
在
の
「
自
我
」
の
現
前

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
に
お
け
る

執
拗
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
存
在
論
の
主
張
は
、
現
代
の
視
点
か
ら
再
考

さ
れ
た
と
き
、
実
際
の
と
こ
ろ
自
我
と
そ
の
客
体
で
あ
る
自
然
の
不
在
そ

の
も
の
を
際
立
た
せ
、
主
体
を
中
心
と
し
た
主
客
関
係
そ
の
も
の
が
存
在

論
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
芸
論
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
、
そ
れ

自
体
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
装
置
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

18
。

　
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
く
る
と
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
が
そ
の
力
強
さ
や

魅
力
に
か
か
わ
ら
ず
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
主
流
か
ら

ポ
ー
な
ど
と
と
も
に
除
外
さ
れ
、
あ
る
種
の
異
端
的
な
詩
人
と
さ
れ
て
き

た
の
は
、
お
そ
ら
く
上
記
の
よ
う
な
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

に
固
有
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
装
置
を
暴
く
転
倒
的
な
力
を
も
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
て
く
る
。
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
的
な
不
在
の

観
点
が
詩
そ
の
も
の
や
詩
の
イ
メ
ジ
と
し
て
成
立
し
う
る
と
す
れ
ば
、
現

実
的
な
存
在
論
や
絶
対
的
な
空
間
と
し
て
提
示
さ
れ
る
芸
術
創
作
の
主

体
の
絶
対
性
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
歴
史
観
や
芸
術
観
は
不
在
や
非
人
称

性
の
一
側
面
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
文
学
は
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の“genteel”

な
階
級
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
ま

さ
に
国
家
的
な
事
業
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
国

家
的
事
業
と
し
て
の
主
流
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
相
対
化
し
、
転
倒
し

か
ね
な
い
作
品
が
同
時
代
に
書
か
れ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
に
起
き

た
の
で
は
な
い
幸
運
だ
っ
た
。Johnson

版
の
全
詩
集
が
出
版
さ
れ
た
頃

に
は
、
F
・
O
・
マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が

出
版
さ
れ
た
二
十
世
紀
中
庸
の
時
代
の
右
翼
的
、
抑
圧
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

男
性
中
心
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

は
す
で
に
変
貌
し
は
じ
め
て
い
た
。
同
じ
頃
作
品
を
発
表
し
は
じ
め
た
ト

マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
ら
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
た
ち
や
、
七
〇
年
代
以
降
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———　ことばと空間　———

の
、
発
話
の
主
体
で
は
な
く
言
語
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
た
詩
人
た
ち
に

と
っ
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
は
よ
り
魅
力
的
な
詩
人
と
な
っ
た
に
違
い
な

い
。
国
家
主
義
や
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
家
の
空
間
に
閉
じ
こ
も
り
、
そ
れ
ら

に
親
し
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
が
構
築
す
る
も
の
と
は
別
個
の
不
在
の
空

間
を
想
像
し
え
た
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の“im

personal”

な
詩
学
は
、
現
代
の

文
学
・
芸
術
に
と
っ
て
よ
り
強
力
な
文
学
的
先
行
例
と
な
り
え
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

注1 R
alph W

aldo Em
erson, “N

ature,” D
onald M

cQ
uade ed., Selected W

ritings of 

E
m

erson (N
ew

 York: The M
odern Library, 1981), 3-42.

参
照
。
エ
マ
ソ
ン
は
類
似

の
表
現
を
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
で
反
復
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
同
書
9
ペ
ー
ジ
な
ど

で
は
、
自
然
と
視
覚
機
能
と
し
て
の
「
目
」
を
美
と
芸
術
の
構
成
要
素
と
し
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。“The ancient G

reeks called the w
orld χό΄σμοζ, beauty. 

Such is the constitution of all things, or such the plastic pow
er of the hum

an eye, 

that the prim
ary form

s, as the sky, the m
ountain, the tree, the anim

al, give us 

a delight in and for them
selves; a pleasure arising from

 outline, color, m
otion, 

and grouping. This seem
s partly ow

ing to the eye itself. The eye is the best of 

artists.”

2 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
は
歴
史
的
事
実
を
忠

実
に
再
現
し
て
い
る
素
振
り
を
拒
み
、
お
そ
ら
く
故
意
に
年
号
を
ず
ら
す
な
ど
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
歴
史
を
作
品
と
し
て
提
示
し

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
緋
文
字
』
序
文
で
ヘ
ス
タ
ー
・

プ
リ
ン
が
胸
に
つ
け
て
い
た
と
さ
れ
る“A

”

の
文
字
が
物
質
的
な
異
物
と
し
て
残
さ

れ
て
い
た
り
、“The M

inister’s B
lack Veil”

の
ヴ
ェ
ー
ル
や
フ
ー
パ
ー
牧
師
の
身
体

の
物
質
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
か
な
ら
ず
し
も
歴
史
を
非
存
在
と
し
て

提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

3 Em
erson, “N

ature,” 3.

の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
書
き
出
し
、“O

ur age is 

retrospective.”

以
下
を
参
照
。

4 

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
多
く
の
著
作
が
あ
る
。
最
新

のR
. W

. Franklin

に
よ
るT

he Poem
s of E

m
ily D

ickinson (C
am

bridge, M
ass.: 

The B
elknap Press of H

arvard U
. P., 1998)

に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
書
の

“Introduction”

を
参
照
。

5 Susan H
ow

e, M
y E

m
ily D

ickinson

は
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
研
究
書
と

い
う
よ
り
は
、
ハ
ウ
と
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
と
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
つ
な
が
り
を
意
識
し

た
議
論
で
な
り
た
っ
て
い
る
。
ハ
ウ
は
、Susan H

ow
e, Singularities (H

anover: 

U
niversity Press of N

ew
 England, 1990)

な
ど
に
お
い
て
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
を

意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
短
詩
形
や
ダ
ッ
シ
ュ
を
利
用
し
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
詩

行
な
ど
を
実
践
し
て
い
る
。

6 

こ
こ
で
詳
述
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、
よ
く
知
ら
れ
た“hum

m
ing bird”

な
ど

に
代
表
さ
れ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
自
然
の
イ
メ
ジ
は
、
そ
れ
自
体
他
の
詩
人
た
ち

の
も
の
と
絶
対
的
に
こ
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
論
じ
るI died for 

beauty

に
お
け
る
苔
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
通
常
の
有
機
的
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
り
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
のLeaves of G

rass

に
お
け
る
「
草
の
葉
」
と
こ
と
な
る
わ

け
で
は
な
い
。

7 Tennessee W
illiam

s, “Preface” to C
at on a H

ot Tin R
oof (N

ew
 York: Penguin 

B
ooks, 2009)

参
照
。

8 

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
岩
村
行
雄
訳
『
空
間
の
詩
学
』（
東
京
：
思
潮
社
、

一
九
六
九
）、
二
六
〇
。

9  W
illiam

s, xii .
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10 

同
上 .

11 Joanne D
obson, D

ickinson and the Strategies of R
eticence (B

loom
ington: 

Indiana U
. P., 1989), xii-xiii.

を
参
照
。

12 
バ
フ
チ
ン
に
よ
る
「
声
」
や
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
い
っ
た
議
論
の
装
置
は
、
テ
ク
ス
ト

論
以
降
の
時
代
に
あ
っ
て
は
「
声
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
現
前
し
な
い
こ
と
が
明
ら

か
な
た
め
に
、
あ
る
種
の
条
件
や
留
保
を
つ
け
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ロ
ラ

ン
・
バ
ル
ト
は
、「
作
者
の
死
」
の
テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
、
去
勢
さ
れ
た
カ
ス
ト
ラ
ー
ト

の
声
に
触
れ
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
声
」
の
本
来
的
な
曖
昧
に
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
。

13 Sharon C
am

eron, Im
personality: Seven E

ssays (C
hicago: U

. of C
hicago P., 

2007), viii.

14 D
obson, D

ickinson, xiii.

15 John K
eats, “O

de on a G
recian U

rn,” T
he N

orton A
nthology of E

nglish 

L
iterature 2 vols. (N

ew
 York: W

. W
. N

orton &
 C

om
pany, 1986), 822-823.

16 John K
eats, L

etter to B
enjam

in B
ailey, N

ovem
ber 22, 1817.

17 Sharon C
am

eron, Lyric Tim
e: D

ickinson and the L
im

its of G
enre (B

altim
ore: 

The Johns H
opkins U

. P., 1979), 170.

18 

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
以
外
の
作
家
た
ち
も
、
十
九
世
紀
半
ば
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
孕
む
問
題
点
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
ピ

エ
ー
ル
』
で
は
、
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
含
意
さ
れ
る
こ

う
し
た
問
題
が
、
主
人
公
ピ
エ
ー
ル
の
真
実
探
求
に
お
け
る
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
。

＊
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
夏
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
エ
ミ
リ
・
デ
ィ

キ
ン
ソ
ン
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表“R

eadings on the M
argin: Em

ily D
ickinson’s 

Posthum
ous Poetics and the English R

om
antics”

に
も
と
づ
い
て
お
り
、
二
〇
〇
九

年
度
に
東
京
外
国
語
大
学
博
士
前
期
課
程
へ
の
提
出
論
文
に
お
い
て
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ

ン
ソ
ン
を
秀
逸
に
論
じ
た
平
井
美
奈
さ
ん
と
の
授
業
や
論
文
指
導
の
過
程
を
ふ
ま
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
研
究
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費

補
助
金
、
基
盤
研
究
C
（
代
表
　
加
藤
雄
二
）
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
て
い
ま
す
。
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美
し
き
時
代

　

二
〇
〇
九
年
三
月
、
メ
キ
シ
コ
市
に
行
く
用
が
あ
っ
た
。
著
書
『
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
を
上
梓
し
て
初
の
メ
キ
シ
コ
市
訪
問

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
本
の
中
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
た
ア
ル
フ
ォ

ン
ソ
・
レ
イ
ェ
ス
の
記
念
館
に
、
本
を
献
呈
し
に
行
こ
う
と
思
い
立
ち
、

私
は
十
七
年
ぶ
り
に
そ
こ
を
訪
れ
た
。C

apilla A
lfonsina

（
ア
ル
フ
ォ
ン

ソ
の
礼
拝
堂
）
と
い
う
名
の
記
念
館
だ
。
私
は
か
つ
て
一
年
間
、
作
家
の

個
人
文
書
館
を
兼
ね
る
こ
の
記
念
館
に
毎
週
通
い
、
未
刊
の
草
稿
や
手
紙

な
ど
を
参
照
し
て
資
料
を
集
め
た
。
私
の
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
を
刻

む
思
い
出
の
地
な
の
だ
。
そ
こ
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
、
本
を
献
呈
し
て
き

た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
と
き
の
渡
墨
で
は
、
同
じ
飛
行
機
に
四
人
も
の
知
り

合
い
（
同
業
者
）
が
乗
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
、
Ｋ
さ
ん
が
、

空
港
で
私
に
、「
ロ
サ
リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
」
と
い
う
書
店

の
名
を
さ
さ
や
い
た
。
共
通
の
知
人
の
Ｓ
さ
ん
が
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
前
に

メ
キ
シ
コ
に
行
っ
た
と
き
に
見
つ
け
て
入
り
、
品
揃
え
と
店
員
の
対
応
の

良
さ
に
感
動
し
た
書
店
だ
と
の
こ
と
。
し
か
も
Ｓ
さ
ん
は
こ
の
書
店
の
名

に
な
っ
た
ロ
サ
リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
と
い
う
作
家
を
研
究
す
る
学

究
の
徒
。
自
分
の
愛
す
る
作
家
の
名
が
冠
さ
れ
た
書
店
で
あ
れ
ば
ま
す
ま

す
素
晴
ら
し
く
思
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
Ｋ
さ
ん
は
Ｓ
さ
ん
か
ら
そ
ん
な
話

を
聞
き
、
こ
の
書
店
を
訪
れ
る
予
定
だ
と
、
私
に
話
し
た
の
だ
っ
た
。

　

訪
問
を
終
え
、
レ
イ
ェ
ス
記
念
館
か
ら
近
く
の
地
下
鉄
駅
チ
ル
パ
ン
シ

ン
ゴ
に
向
か
っ
た
私
は
、
偶
然
に
見
つ
け
た
の
だ
っ
た
。「
ロ
サ
リ
オ
・

カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
」
を
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
半
民
半
官
の
出

版
社
フ
ォ
ン
ド
・
デ
・
ク
ル
ト
ゥ
ー
ラ
・
エ
コ
ノ
ミ
カ
（
Ｆ
Ｃ
Ｅ
）
の
経

営
す
る
書
店
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
近
年
Ｆ
Ｃ
Ｅ
は
メ
キ
シ
コ
史
上
の
名

だ
た
る
作
家
た
ち
の
名
前
を
冠
し
た
直
営
店
を
相
次
い
で
開
店
し
（
こ
れ

は
「
記
憶
の
都
市
」
の
作
り
方
の
、
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
方
法
だ
。
誰
か
を
記

念
し
た
建
造
物
、
と
い
う
こ
と
だ
）、
事
業
の
さ
ら
な
る
展
開
を
図
っ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
Ｆ
Ｃ
Ｅ
、
初
期
の
こ
ろ
に
そ
の
成
長
に
大
き
く

貢
献
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
レ
イ
ェ
ス
だ
っ
た
（
柳
原
、

二
〇
〇
七
年
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
）。

　

不
思
議
と
、
そ
れ
が
ロ
サ
リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
で
あ
る
こ

と
、
Ｆ
Ｃ
Ｅ
の
直
営
店
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
後
か
ら
、
そ
の
認
識
は

で
き
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
私
は
そ
の
建
物
の
フ
ォ
ル
ム
に
驚
い
た
。
驚

き
、
そ
し
て
、
一
気
に
思
い
出
し
た
。
そ
の
半
円
形
の
く
び
れ
に
尖
塔
を

構
え
た
フ
ァ
サ
ー
ド
、
そ
こ
に
大
き
なB

ELLA
 EPO

C
A

の
文
字
、
こ

れ
は
私
に
も
馴
染
み
の
建
物
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
（
図
一
）。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
レ
イ
ェ
ス
記
念
館
に
通
っ
た
十
八
年
前
の
毎
週
金
曜

記
憶
の
都
市
メ
キ
シ
コ
　
地
下
恐
怖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
原
孝
敦
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日
、
決
ま
っ
て
目
に
し
て
い
た
建
物
だ
っ
た
の
だ
。
は
じ
め
て
レ
イ
ェ
ス

記
念
館
を
訪
れ
た
一
九
九
一
年
五
月
の
あ
る
日
、
前
日
に
こ
こ
の
館
長

で
も
あ
り
作
家
の
孫
娘
で
も
あ
る
ア
リ
シ
ア
・
レ
イ
ェ
ス
と
話
し
た
と

き
に
、
彼
女
は
こ
のB

ELLA
 EPO

C
A

の
建
物
を
目
指
し
て
く
る
よ
う

に
と
私
に
教
え
て
く
れ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、「
決
ま
っ
て
目
に
し
て
い
た
」

だ
け
で
な
く
、
そ
こ
を
頼
り
と
し
て
記
念
館
を
探
し
た
。
い
わ
ば
こ
の
界

隈
を
は
じ
め
て
訪
れ
る
者
に
と
っ
て
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た
。
私
は
そ

の
と
き
、
二
〇
〇
九
年
の
そ
の
日
、
十
八
年
も
前
の
電
話
越
し
の
ア
リ
シ

ア
の
声
す
ら
も
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
し
た
よ
う
に
思
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

　

た
ぶ
ん
、
こ
れ
だ
け
の
特
徴
的
な
フ
ァ
サ
ー
ド
を
見
て
、
す
ぐ
に

そ
れ
と
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
色
が
変
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

B
ELLA

 EPO
C

A

の
文
字
（
書
体
）
も
異
な
っ
て
い
る
（
十
八
年
前
は

B
ella Época

）。
今
で
も
「
文
化
セ
ン
タ
ー
」
と
銘
打
つ
だ
け
あ
っ
て
ロ
サ

リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
だ
け
で
な
く
、
リ
ド
映
画
館
や
ホ
ー
ル

を
含
む
文
化
複
合
に
な
っ
て
い
る
そ
の
建
物
、
当
時
は
リ
ド
映
画
館
が
前

面
に
出
て
、
い
か
に
も
映
画
館
の
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
と
い
っ
た
お
も
む
き
の

電
光
掲
示
板
を
庇
の
下
に
構
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
外
壁
の
色
が
黄
土
色

だ
っ
た
（
図
二
）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  図二
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ロ
サ
リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
が
あ
る
あ
た
り
、
そ
し
て
レ
イ

ェ
ス
記
念
館
が
あ
る
あ
た
り
を
コ
ン
デ
サ
と
呼
ぶ
。
メ
キ
シ
コ
市
は
デ
レ

ガ
シ
オ
ン
と
い
う
十
六
の
区
に
分
割
さ
れ
て
お
り
、
区
が
さ
ら
に
い
く
つ

も
の
コ
ロ
ニ
ア
に
分
割
さ
れ
る
。
こ
の
コ
ロ
ニ
ア
の
こ
と
を
区
と
か
街
区

と
か
地
区
と
記
す
人
は
多
い
が
、「
区
」
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
数
が

多
い
単
位
だ
。
そ
し
て
、
一
般
的
な
地
名
は
こ
の
コ
ロ
ニ
ア
の
区
分
と
必

ず
し
も
一
致
し
な
い
。
今
、
コ
ン
デ
サ
と
言
っ
た
が
、
正
確
に
は
レ
イ
ェ

ス
記
念
館
は
コ
ロ
ニ
ア
・
イ
ポ
ド
ロ
モ
・
デ
・
コ
ン
デ
サ
と
い
う
区
分
に

位
置
す
る
。
コ
ロ
ニ
ア
・
コ
ン
デ
サ
と
い
う
区
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
一

般
に
は
イ
ポ
ド
ロ
モ
と
イ
ポ
ド
ロ
モ
・
デ
・
コ
ン
デ
サ
、
コ
ン
デ
サ
、
と

い
う
三
つ
の
コ
ロ
ニ
ア
の
あ
た
り
を
漠
然
と
コ
ン
デ
サ
と
呼
ぶ
。
レ
イ
ェ

ス
記
念
館
も
コ
ン
デ
サ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ア
リ
シ
ア
・
レ
イ
ェ
ス
は

そ
う
言
っ
た
。
そ
し
て
、
ロ
サ
リ
オ
・
カ
ス
テ
リ
ャ
ー
ノ
ス
書
店
こ
と

B
ELLA

 EPO
C

A

も
コ
ン
デ
サ
に
位
置
す
る
。

　

私
が
メ
キ
シ
コ
に
い
た
の
は
一
九
九
一
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
だ
。

ペ
ド
ロ
・
サ
リ
ー
ナ
ス
・
デ
・
ゴ
ル
タ
リ
の
大
統
領
期
間
だ
っ
た
。
ペ

ソ
の
対
ド
ル
・
レ
ー
ト
を
高
値
で
安
定
さ
せ
、
メ
キ
シ
コ
経
済
が
未
曾
有

の
好
景
気
を
見
せ
た
時
期
だ
。
数
年
後
の
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
参
加
を
目
指
し
て

お
り
（
事
実
、
そ
れ
は
達
成
さ
れ
た
）、
メ
キ
シ
コ
人
た
ち
は
豊
か
だ
っ
た
。

一
方
で
一
ド
ル
三
千
ペ
ソ
も
す
る
そ
の
レ
ー
ト
は
無
謀
で
、
さ
す
が
に
翌

年
に
は
デ
ノ
ミ
が
敢
行
さ
れ
も
し
た
。
日
本
で
は
バ
ブ
ル
経
済
が
終
焉
を

迎
え
る
直
前
く
ら
い
だ
っ
た
が
、
ま
さ
に
メ
キ
シ
コ
も
バ
ブ
ル
期
に
あ

り
、
そ
れ
が
弾
け
る
直
前
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
新
自

由
主
義
経
済
が
世
界
を
画
一
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
波
に
乗
り
始
め
た
時
期
だ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
閑
静
な
住
宅
街
と
し
て
知
ら
れ
た
コ
ン
デ
サ
一
帯
は
、
そ

れ
こ
そ
バ
ブ
ル
経
済
ら
し
く
、
不
動
産
売
買
が
盛
ん
で
、
す
っ
か
り
様
変

わ
り
し
た
ら
し
い
。
書
店
で
買
い
物
を
し
て
荷
物
を
配
送
し
て
も
ら
う
手

続
き
を
し
な
が
ら
、
私
は
書
店
員
か
ら
そ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
た
。
確
か

に
、
か
つ
て
は
た
と
え
ば
こ
のB

ELLA
 EPO

C
A

の
す
ぐ
隣
に
も
自
動

車
修
理
工
場
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
の
ど
か
な
雰
囲
気
を
発
散
し
て

い
た
も
の
だ
が
、
今
は
そ
ん
な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
瀟
洒
な
感
じ

の
建
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
様
変
わ
り
し
た
街
中
で
も
、

変
わ
ら
な
い
建
物
と
い
う
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
が
レ

イ
ェ
ス
記
念
館
で
あ
り
、
こ
のB

ELLA
 EPO

C
A

だ
。
実
際
の
と
こ
ろ

は
一
九
四
二
年
建
立
と
い
う
老
舗
中
の
老
舗
で
あ
る
リ
ド
映
画
館
こ
と

B
ELLA

 EPO
C

A

（
と
は
い
え
、
竣
工
直
後
は
ま
だ
フ
ァ
サ
ー
ド
に
こ
の
語
は

記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
）
は
、
昔
な
が
ら
の
一
種
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

な
の
だ
。

　

私
が
見
て
い
た
黄
土
色
に
装
飾
的
な
草
文
字
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

風
の
こ
の
建
物
を
、
八
年
後
に
眺
め
た
ひ
と
り
の
日
本
人
が
い
る
。
野
谷

文
昭
だ
。「
失
わ
れ
た
映
画
館
」
と
い
う
短
い
文
章
（
野
谷
、
二
〇
〇
三
年
）

で
こ
こ
を
叙
述
し
て
い
る
の
だ
。
九
九
年
に
四
ヶ
月
間
メ
キ
シ
コ
市
に
滞

在
し
た
野
谷
は
シ
ネ
テ
カ
（
国
立
フ
ィ
ル
ム
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
で
古
典
作
品

と
い
え
る
映
画
を
堪
能
す
る
一
方
で
、
す
っ
か
り
シ
ネ
コ
ン
化
し
て
し
ま

っ
た
映
画
館
で
ハ
リ
ウ
ッ
ド
も
の
の
ス
ペ
イ
ン
語
版
か
と
見
ま
が
う
よ

う
な
映
画
を
見
た
と
述
懐
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。

　
自
由
化
、
ア
メ
リ
カ
化
に
よ
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
で
も
こ
の
よ
う
な
映
画

を
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
利
い
た
清
潔
な
椅
子
に
も
た
れ
、
コ
ー
ラ
を
飲
み
、
ポ

ッ
プ
コ
ー
ン
を
食
べ
な
が
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
だ
が
入
場

料
の
大
幅
な
値
上
げ
を
は
じ
め
、
そ
の
代
償
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
ア
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ー
ル
デ
コ
調
の
建
物
が
保
存
さ
れ
、
文
化
人
が
好
む
地
区
コ
ン
デ
サ
に
行

っ
た
と
き
、
ミ
ナ
レ
ッ
ト
風
の
尖
塔
と
曲
線
が
印
象
的
な
ブ
ル
ー
の
建
物

が
あ
っ
た
の
で
、
そ
ば
に
よ
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
閉
館
に
な
っ
た
映
画

館
だ
っ
た
。
ス
チ
ー
ル
写
真
も
ポ
ス
タ
ー
も
な
く
な
っ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
建
物
は
街
並
み
に
溶
け
込
ん
で
い
た
。

　

そ
う
い
え
ば
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
を
模
し
て
作
ら
れ
た
レ
フ
ォ
ル
マ
通
り

の
顔
と
も
言
う
べ
き
大
劇
場
シ
ネ
・
ラ
テ
ィ
ー
ノ
も
閉
ま
っ
て
い
た
。
八

年
前
、
大
ヒ
ッ
ト
中
の
『
赤
い
薔
薇
ソ
ー
ス
の
伝
説
』
を
大
勢
の
観
客
に

混
じ
っ
て
見
た
映
画
館
だ
。
人
々
の
笑
い
や
た
め
息
が
、
大
き
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
集
合
体
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
を
思
い
出
す
。
彼
ら
は
ど
こ
へ

行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。（
二
五
三
―
二
五
四
頁
）

　

引
用
の
二
段
落
目
で
言
及
さ
れ
て
い
る
映
画
館
は
リ
ド
映
画
館
こ
と

B
ELLA

 EPO
C

A

と
は
ま
た
別
の
建
物
ラ
テ
ィ
ー
ノ
映
画
館
で
は
あ
る

が
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
い
ず
れ
も
、
サ
リ
ー
ナ
ス
時
代
の
好

景
気
に
よ
る
物
価
の
高
騰
の
余
波
を
受
け
、
入
場
料
も
上
が
り
（
私
が
い

た
こ
ろ
の
映
画
館
の
入
場
料
は
一
ド
ル
相
当
〔
三
千
ペ
ソ
〕
だ
っ
た
）、
一
気

に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
経
済
の
波
の
影
響
を
受
け
た
メ
キ
シ
コ
映
画
産
業
の
、

そ
の
後
の
状
況
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
き
良
きB

ella 
Época

（
と
は
も
ち
ろ
ん
、「
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
」
の
意
だ
）
の
映
画
館
は
閉

鎖
さ
れ
、
シ
ネ
コ
ン
が
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
あ
ろ
う
こ
と
か
、
そ
こ
で
上
映
さ
れ
る
映
画
ま
で
画
一
的
な
も
の

に
な
っ
た
。
そ
の
さ
び
し
さ
を
野
谷
は
書
き
つ
け
て
い
る
。

　

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
ア
ー
ル
デ
コ
調
の
建
物
」
の
な
ら
ぶ
コ
ン

デ
サ
に
あ
る
、「
ミ
ナ
レ
ッ
ト
風
の
尖
塔
と
曲
線
が
印
象
的
な
ブ
ル
ー
の

建
物
」
がB

ELLA
 EPO

C
A

で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

「
閉
館
に
な
っ
た
映
画
館
」
と
は
リ
ド
映
画
館
だ
。
黄
土
色
で
も
白
で
も

な
く
、
ブ
ル
ー
に
塗
ら
れ
、
映
画
館
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い

こ
の
建
物
を
野
谷
は
目
撃
し
、
書
き
つ
け
た
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
私
が
見

た
ア
ー
ル
デ
コ
風
文
字
も
印
象
的
な
リ
ド
映
画
館
こ
とB

ella Época

は
、

「
バ
ブ
ル
景
気
」
が
準
備
し
た
来
る
べ
き
新
自
由
主
義
、
市
場
競
争
原
理

至
上
主
義
に
負
け
る
ま
い
と
し
て
経
営
努
力
を
続
け
、
外
装
も
変
え
て
ブ

ル
ー
に
し
、
そ
れ
で
も
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
閉
鎖
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
。
し
か
る
後
に
Ｆ
Ｃ
Ｅ
が
買
い
取
っ
て
白
く
塗
り
替
え
、
文
字
も
書

き
換
え
、
た
だ
し
、
名
前
だ
け
は
そ
の
ま
ま
にB

ELLA
 EPO

C
A

文
化

複
合
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
私
は
書
店
員
と
話
を
し
な
が
ら
村
上
春

樹
『
ダ
ン
ス
、
ダ
ン
ス
、
ダ
ン
ス
』
に
お
け
る
「
い
る
か
ホ
テ
ル
」（「
ド

ル
フ
ィ
ン
・
ホ
テ
ル
」）
の
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
て
い
た
。
私
に
再
び
見

出
さ
れ
る
た
め
に
、
周
囲
は
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
も
、
元
の
名
前
の
ま
ま

残
っ
た
建
物
。
私
の
記
憶
の
よ
す
が
と
な
る
建
物
。
私
に
と
っ
て
の
美
し

き
時
代
の
思
い
出
で
も
あ
る
「
美
し
き
時
代
」
と
い
う
名
の
こ
の
建
物
。

　

お
よ
そ
、
記
憶
と
し
て
の
都
市
を
語
る
と
は
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
と

し
て
の
都
市
を
書
き
、
読
む
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
と
対
話
す
る
作
業
な

の
だ
ろ
う
。B

ELLA
 EPO

C
A

の
建
物
は
色
を
塗
り
替
え
ら
れ
、
文
字
を

書
き
換
え
ら
れ
て
き
た
一
種
の
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
（
重
ね
書
き
の
羊
皮
紙
）

だ
。
私
た
ち
は
時
に
は
色
の
塗
り
替
え
に
参
加
し
た
り
、
時
に
は
逆
に
塗

り
替
え
ら
れ
た
白
い
壁
の
向
こ
う
に
一
九
九
九
年
の
青
い
色
を
見
出
し
、

さ
ら
に
九
一
年
、
九
二
年
以
前
の
黄
土
色
を
発
見
し
た
り
し
て
い
く
。
少

な
く
と
も
、
私
が
こ
こ
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
作
業
で

あ
る
。

　

ま
た
、
建
物
が
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
佇
ま

い
を
維
持
し
て
い
た
と
し
て
も
、
記
憶
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
す
こ
と
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に
よ
っ
て
、
一
つ
の
風
景
は
ま
っ
た
く
異
な
る
様
相
を
呈
す
こ
と
に
な

る
。
現
実
の
都
市
に
対
し
て
「
記
憶
の
都
市
」
を
想
定
す
る
と
は
、
そ
う

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

地
下
恐
怖

　

都
市
が
重
ね
書
き
と
し
て
存
在
す
る
の
な
ら
、
現
在
見
え
る
そ
の
表
面

の
向
こ
う
側
に
、
何
か
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
人
間
が
何
ら
か
の
反
応

を
示
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
私
が
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ

『
野
生
の
探
偵
た
ち
』（
一
九
九
八
）（
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
、
二
〇
一
〇
年
）
を
訳
し

な
が
ら
漠
然
と
考
え
た
の
は
、
彼
の
（
あ
る
い
は
作
品
内
の
人
物
た
ち
の
）

地
下
恐
怖
症
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。
地
面
は
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も

重
ね
書
き
の
多
く
な
さ
れ
て
き
た
場
で
あ
ろ
う
。
地
下
に
何
か
が
埋
ま
っ

て
い
る
と
い
う
恐
怖
心
は
、
私
た
ち
も
充
分
に
共
有
で
き
る
も
の
な
の
で

は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
第
一
部
は
フ
ア
ン
・
ガ
ル
シ
ア=

マ
デ
ー
ロ

と
い
う
十
七
歳
の
少
年
の
日
記
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
の
小
説
、
そ
の
第

一
部
も
だ
い
ぶ
最
初
の
方
で
、
ガ
ル
シ
ア=

マ
デ
ー
ロ
は
、
以
下
の
よ

う
に
書
き
つ
け
る
。
前
の
晩
に
友
だ
ち
に
な
っ
た
ば
か
り
の
若
い
詩
人
二

人
を
、
酒
場
で
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

　
五
時
間
待
っ
て
の
収
穫
は
次
の
と
お
り
。
ビ
ー
ル
四
杯
、
テ
キ
ー
ラ
四

杯
、
食
べ
か
け
で
残
し
た
ソ
ペ
・
ト
ル
テ
ィ
ー
ヤ
（
腐
り
か
け
て
い
た
）、

し
ま
い
ま
で
読
ん
だ
ア
ラ
モ
の
最
新
の
詩
集
（
新
し
い
友
達
と
一
緒
に
か
ら

か
っ
て
や
ろ
う
と
思
い
、
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
歩
い
て
い
た
）、
ウ
リ
セ
ス
・
リ
マ

風
に
書
い
た
文
章
七
編
（
一
つ
目
は
棺
桶
の
匂
い
が
す
る
ソ
ペ
・
ト
ル
テ
ィ
ー

ヤ
に
つ
い
て
、
二
つ
目
は
大
学
が
舞
台
、
す
っ
か
り
取
り
壊
さ
れ
た
大
学
だ
、
三

つ
目
は
大
学
が
舞
台
、
僕
が
全
裸
で
ゾ
ン
ビ
の
大
群
の
間
を
走
る
、
四
つ
目
は
メ

キ
シ
コ
市
（
Ｄ
Ｆ
）
の
空
に
浮
か
ぶ
月
に
つ
い
て
、
五
つ
目
は
あ
る
亡
き
歌
手
に

つ
い
て
、
六
つ
目
は
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ッ
ク
の
下
水
道
に
あ
る
地
下
社
会
に
つ
い

て
、
そ
し
て
七
つ
目
は
一
冊
の
失
わ
れ
た
書
物
と
友
情
に
つ
い
て
）、
と
い
う
か
、

正
確
に
は
僕
が
知
っ
て
い
る
ウ
リ
セ
ス
・
リ
マ
の
唯
一
の
詩
、
つ
ま
り
読

ん
だ
の
で
は
な
く
耳
で
聞
い
た
あ
の
詩
に
似
せ
て
書
い
た
文
章
が
七
編
、

そ
れ
と
肉
体
的
か
つ
精
神
的
な
孤
独
感
。（
上
、
二
三
―
二
四
頁
。
翻
訳
原

文
の
訳
注
を
削
除
）

　

ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は
ゾ
ン
ビ
映
画
が
好
き
で
、
た
だ
語
り
手
が
見
た
ゾ
ン
ビ

映
画
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
と
い
う
だ
け
の
短
編
も
書
い
て
い
る
。
あ
る

い
は
一
九
七
五
年
末
か
ら
七
六
年
に
か
け
て
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ

の
日
記
部
分
な
の
で
、
時
代
性
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
ガ
ル

シ
ア=

マ
デ
ー
ロ
は
ゾ
ン
ビ
や
そ
ん
な
ゾ
ン
ビ
が
い
た
と
し
て
も
お
か

し
く
な
い
「
地
下
社
会
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
腐
っ
て
い
る
よ
う
な

の
で
残
し
た
ソ
ペ
の
こ
と
や
、
前
の
日
に
喧
嘩
を
し
て
サ
ボ
っ
て
い
る
大

学
の
こ
と
、
そ
の
喧
嘩
の
原
因
と
な
っ
た
詩
作
ゼ
ミ
の
先
生
ア
ラ
モ
の
詩

集
の
こ
と
な
ど
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ゾ
ン
ビ
や
「
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ

ッ
ク
の
下
水
道
に
あ
る
地
下
社
会
」
な
ど
は
語
り
手
の
一
種
の
オ
ブ
セ
ッ

シ
ョ
ン
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ガ
ル
シ
ア=

マ
デ
ー
ロ
は
こ
の
よ
う
に
、

地
下
を
恐
怖
し
て
い
る
。

　

こ
の
ガ
ル
シ
ア=

マ
デ
ー
ロ
が
待
っ
て
い
る
相
手
と
い
う
の
が
、
ア

ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
ベ
ラ
ー
ノ
と
ウ
リ
セ
ス
・
リ
マ
と
い
う
二
人
の
若
き
詩
人

だ
。
そ
れ
が
小
説
の
主
人
公
で
、
第
二
部
は
二
人
の
詩
人
に
ゆ
か
り
の
人

物
た
ち
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ラ
ー
ノ
の
高
校
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時
代
を
語
る
元
恋
人
ペ
ル
ラ
・
ア
ビ
レ
ス
の
証
言
は
ベ
ラ
ー
ノ
の
中
に
あ

る
地
下
恐
怖
症
を
も
っ
と
具
体
化
し
て
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
彼
女
が
父

親
と
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
の
三
人
で
ト
ラ
ス
カ
ラ
の
父
親
の
土
地
に
乗
馬
に

行
っ
た
時
の
こ
と
を
回
想
し
な
が
ら
述
べ
る
箇
所
だ
。

何
時
間
か
し
て
父
の
車
で
家
路
に
つ
い
た
と
き
、
そ
の
と
き
彼
が
前
の
座

席
に
い
て
わ
た
し
は
後
ろ
に
座
っ
て
い
て
、
彼
が
わ
た
し
に
、
た
ぶ
ん
あ

の
土
地
の
下
に
は
い
つ
の
時
代
か
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
埋
も
れ
て
い
る
と
言

っ
た
。
父
が
車
の
進
路
か
ら
目
を
離
し
て
彼
を
見
つ
め
た
の
を
覚
え
て
る

わ
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
だ
っ
て
？　

え
え
、
と
彼
は
言
っ
た
、
地
下
は
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
で
い
っ
ぱ
い

0

0

0

0

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
父
は
何
も
い
わ
な
か
っ
た
。
わ

た
し
は
後
部
座
席
の
暗
が
り
か
ら
、
ど
う
し
て
そ
う
思
う
の
か
と
聞
い
て

み
た
。
彼
は
答
え
な
か
っ
た
わ
。
そ
れ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
別
の
話
を
し

始
め
た
、
で
も
わ
た
し
は
な
ぜ
彼
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
こ
と
を
言
っ
た
の
か

ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
父

の
石
こ
ろ
だ
ら
け
の
土
地
の
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。（
上
、
二
〇
一

頁
。
傍
点
は
邦
訳
原
文
）

　

桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
言
っ
た
の
は
梶
井
基

次
郎
だ
っ
た
。
古
来
よ
り
数
限
り
な
く
詩
歌
に
詠
わ
れ
日
本
人
の
美
意
識

の
中
核
を
形
作
っ
て
い
る
は
ず
の
花
、
桜
が
、
腐
乱
し
て
悪
臭
芬
々
、
蛆

の
た
か
っ
た
屍
体
か
ら
滋
養
を
得
て
い
る
こ
と
の
恐
怖
。
あ
る
い
は
美
と

醜
と
が
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
恐
怖
を
説
い
た
短
編
「
桜
の

樹
の
下
に
は
」
で
の
こ
と
だ
。
日
本
人
で
あ
る
と
は
、
こ
の
恐
怖
を
感
じ

な
が
ら
毎
年
春
に
は
桜
を
愛
で
る
思
い
を
理
解
で
き
る
者
の
謂
い
か
も

し
れ
な
い
。
同
様
に
メ
キ
シ
コ
に
暮
ら
す
者
と
は
、
地
下
深
く
に
い
つ
の

時
代
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
征
服
者
が
破
壊
し
、
地
層
の
中
に
埋
め
て

し
ま
っ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
眠
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
の
恐
れ
を

抱
く
者
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
い
う
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
が
征
服
し
た
先
住
民
た

ち
の
記
念
碑
的
建
造
物
で
あ
る
。
話
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
は
限
ら
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
現
代
メ
キ
シ
コ
人
と
は
、
地
下
に
眠
っ
て
い
る

先
住
民
の
記
憶
に
恐
怖
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
者
の
こ
と
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
思
い
出
さ
れ
る
言
葉
が
あ
る
。
あ
る
映
画
の
セ
リ
フ

だ
。

ス
ペ
イ
ン
の
都
市
の
中
央
広
場
に
は
叫
び
声
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
下

に
は
血
の
海
が
、
心
臓
の
よ
う
に
鼓
動
す
る
断
末
魔
の
叫
び
の
水
た
ま
り

が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
（
柳
原
、
二
〇
一
〇
、七
一
頁
）

　

カ
ル
ロ
ス
・
サ
ウ
ラ
の
映
画
『
ブ
ニ
ュ
エ
ル—

—

ソ
ロ
モ
ン
王
の
秘
宝
』

（
二
〇
〇
一
年
）
で
、
主
人
公
ブ
ニ
ュ
エ
ル
（
も
ち
ろ
ん
、
映
画
監
督
ル
イ
ス
・

ブ
ニ
ュ
エ
ル
の
こ
と
。
こ
の
映
画
は
彼
を
主
人
公
に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の

友
人
フ
ェ
デ
リ
コ
・
ガ
ル
シ
ア=

ロ
ル
カ
（
こ
ち
ら
も
実
在
だ
が
、
映
画

は
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
が
、
ソ
ロ
モ
ン
王
の
秘
宝
を
求
め
て
地
下

世
界
を
旅
す
る
途
中
に
放
っ
た
セ
リ
フ
だ
。
ス
ペ
イ
ン
の
中
央
広
場
の
下

に
は
血
の
海
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
戦
慄
を
催
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、
詩
的

で
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
だ
。

　

こ
れ
に
倣
っ
て
メ
キ
シ
コ
市
の
広
場
の
こ
と
を
表
現
す
れ
ば
、
こ
う
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。メ
キ
シ
コ
市
の
広
場
の
下
に
は
先
住
民
の
神
殿（
や

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
）
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
広
場
に
は
征
服
さ
れ
た
者
た
ち
の
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叫
び
声
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

　

代
表
的
な
の
が
中
央
広
場
の
中
の
中
央
広
場
、
ソ
カ
ロ
だ
。
都
市
の
中

央
広
場
に
は
都
市
機
能
の
中
枢
が
集
ま
っ
て
い
る
も
の
だ
。
た
と
え
ば
役

場
と
か
教
会
が
。
メ
キ
シ
コ
市
の
ソ
カ
ロ
に
は
、「
憲
法
広
場
」
と
い
う

そ
の
正
式
名
称
に
恥
じ
ず
、
大
統
領
府
が
そ
の
四
角
形
の
一
辺
を
ま
る

ご
と
占
め
る
形
で
建
っ
て
い
る
。「
中
央
広
場
の
中
の
中
央
広
場
」
と
言

っ
た
の
は
そ
う
い
う
意
味
だ
。
独
立
記
念
日
の
九
月
十
六
日
に
は
、
こ
の

広
場
に
大
勢
の
人
が
集
ま
り
、
騎
馬
隊
の
パ
レ
ー
ド
が
こ
こ
を
終
着
点
と

し
、
前
日
の
晩
に
は
大
統
領
が
大
統
領
府
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立
っ
て
「
メ

キ
シ
コ
万
歳
！ 

」と
叫
ぶ
。そ
の
模
様
は
テ
レ
ビ
で
全
国
生
中
継
さ
れ
る
。

ひ
と
り
メ
キ
シ
コ
市
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ
は
共
和
国
全
体
の
中
心
だ
。
大

統
領
府
に
接
す
る
辺
の
ひ
と
つ
に
は
カ
テ
ド
ラ
ル
が
建
っ
て
い
る
。
カ
ト

リ
ッ
ク
が
住
民
の
大
半
を
占
め
る
国
な
ら
で
は
の
建
立
物
だ
。
し
か
も
こ

の
カ
テ
ド
ラ
ル
、
西
半
球
最
大
を
誇
る
も
の
だ
。
こ
れ
が
建
て
ら
れ
た
場

所
が
い
か
に
「
中
央
広
場
の
中
の
中
央
広
場
」
で
あ
る
か
、
こ
の
点
か
ら

も
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
ソ
カ
ロ
の
大
統
領
府
の
辺
と
カ
テ
ド
ラ
ル
の
辺
が
接
す
る
あ
た

り
に
、
メ
キ
シ
コ
市
の
広
場
が
そ
の
下
に
内
包
す
る
「
征
服
さ
れ
た
者
た

ち
の
叫
び
声
」
が
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
の
だ
。
モ
ス
ク

ワ
の
赤
の
広
場
、
北
京
の
天
安
門
広
場
と
並
び
、
世
界
三
大
広
場
に
列
せ

ら
れ
る
こ
の
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
場
の
隅
に
ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
、
そ
れ

は
穴
だ
。
時
空
の
裂
け
目
の
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
時
空
の
裂
け
目
か
ら
、

征
服
さ
れ
た
者
た
ち
の
叫
び
声
が
あ
ふ
れ
出
て
来
て
い
る
の
だ
。

　

そ
こ
に
開
い
た
「
時
空
の
裂
け
目
」、「
征
服
さ
れ
た
者
た
ち
の
叫
び
声
」

と
は
、
す
で
に
ほ
の
め
か
し
た
よ
う
に
、
先
住
民
の
神
殿
だ
。
中
央
神
殿

Tem
plo M

ayor

と
後
に
名
づ
け
ら
れ
た
先
住
民
た
ち
の
宗
教
実
践
の
場

の
跡
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
隣
、
や
や
後
方
に
ひ
っ
そ
り
と

顔
を
覗
か
せ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
（
図
三
）。

　

こ
の
事
実
が
示
唆
す
る
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
ス
ペ
イ
ン
人
た

ち
は
先
住
民
の
宗
教
儀
礼
の
場
所
を
破
壊
し
、
そ
の
上
に
（
で
な
く
と
も
、

せ
め
て
そ
の
隣
に
）
自
分
た
ち
の
宗
教
儀
礼
の
場
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
。

と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
が
先
住
民
の
作
り
上
げ
た
地

　　　　　　　                                                                 図三
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政
学
上
・
宗
教
上
の
配
置
を
利
用
し
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
自
分
た
ち
の
街

を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
征
服
と
は
単
な
る
破
壊
で
は
な

く
、
破
壊
に
基
づ
く
下
部
構
造
の
再
利
用
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
再
利
用
さ
れ
る
た
め
に
埋
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
実
は
中

央
神
殿
は
長
い
こ
と
誰
の
目
に
も
触
れ
ず
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。

あ
る
い
は
、
都
市
伝
説
の
よ
う
に
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

存
在
が
ま
こ
と
し
や
か
に
さ
さ
や
か
れ
る
、
そ
う
い
う
存
在
だ
っ
た
。
現

在
メ
キ
シ
コ
に
行
く
者
は
（
九
一
年
に
初
め
て
行
っ
た
私
も
そ
う
だ
が
）
カ

テ
ド
ラ
ル
横
に
そ
れ
が
存
在
す
る
の
が
当
た
り
前
の
よ
う
な
感
覚
に
囚

わ
れ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
の
発
掘
が
始
ま
っ
た
の
は
た
か
だ
か
四
十
年
ば

か
り
前
の
こ
と
な
の
だ
。

　

既
に
十
八
世
紀
に
は
そ
の
一
部
が
発
見
さ
れ
、
二
十
世
紀
初
頭
に
は
位

置
の
確
定
も
さ
れ
て
い
た
こ
の
中
央
神
殿
が
、
現
実
に
発
掘
さ
れ
る
の

は
一
九
七
八
年
か
ら
の
こ
と
だ
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
そ
の
年

の
二
月
の
電
線
の
地
下
埋
設
工
事
で
あ
る
と
い
う
の
は(López Luján, et. 

al.:296)

、
な
ん
と
も
示
唆
的
な
事
実
だ
。
先
住
民
の
建
物
は
植
民
地
の
建

物
に
よ
っ
て
取
り
壊
さ
れ
、
地
下
に
埋
め
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
も
新
し
い
近

代
の
産
物
の
た
め
に
露
わ
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。

　

確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
今
し
方
引
用
し
た
ロ
ベ
ル

ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
が
メ
キ
シ
コ
に
い
た
の
は
七
七
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
る

と
い
う
事
実
、
そ
し
て
ま
た
、『
野
生
の
探
偵
た
ち
』
は
七
五
、七
六
年
の

メ
キ
シ
コ
を
舞
台
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
地
下
に
「
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
」
に
対
す
る
恐
怖
を
抱
え
て
い
た
こ
の
小
説
の
登
場
人
物
た
ち

は
、
ま
だ
こ
の
中
央
神
殿
の
姿
を
目
に
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し

て
ま
た
、
小
説
第
二
部
で
主
人
公
の
詩
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
を
証
言
し

な
が
ら
、
彼
ら
が
探
し
求
め
て
い
た
一
九
二
〇
年
代
の
女
性
詩
人
セ
サ
レ

ア
・
テ
ィ
ナ
ヘ
ー
ロ
を
想
起
す
る
老
人
ア
マ
デ
オ
・
サ
ル
パ
テ
ィ
エ
ラ
が

想
起
す
る
ソ
カ
ロ
に
も
、
中
央
神
殿
の
影
な
ど
は
見
え
な
か
っ
た
と
い
う

わ
け
だ
。

（
略
）
ピ
ノ
・
ス
ア
レ
ス
近
く
の
ミ
シ
オ
ネ
ロ
ス
通
り
に
あ
る
居
酒
屋
〈
ミ
・

オ
フ
ィ
シ
ー
ナ
〉
が
見
え
、
そ
こ
は
制
服
を
着
た
者
と
犬
と
女
は
立
ち
入

り
禁
止
で
、
し
か
し
例
外
が
一
人
い
て
、
そ
う
た
っ
た
一
人
だ
け
出
入
り

を
許
さ
れ
た
女
が
い
て
、
そ
の
女
が
そ
の
辺
の
通
り
を
歩
い
て
る
姿
が
ま

た
目
に
浮
か
ん
だ
、
彼
女
が
ロ
レ
ー
タ
通
り
を
、
ソ
レ
ダ
ー
通
り
を
、〈
中

央
郵
便
局
〉
通
り
を
、
モ
ネ
ダ
通
り
を
歩
い
て
い
て
、
中ソ

カ

ロ

央
広
場
を
大
急

ぎ
で
横
切
る
の
も
見
え
て
、
あ
あ
、
見
え
る
と
も
、
二
〇
年
代
に
二
十
代

の
一
人
の
女
が
、
ソ
カ
ロ
を
横
切
る
姿
、
ま
る
で
恋
人
と
の
デ
ー
ト
に
遅

れ
て
い
る
、
中
心
街
の
ど
こ
か
の
店
で
の
臨
時
の
仕
事
に
向
か
う
途
中
の

よ
う
に
大
急
ぎ
の
彼
女
は
、
安
っ
ぽ
い
け
れ
ど
も
き
れ
い
な
服
を
上
品
に

着
こ
な
し
（
略
）（
上
、
三
四
〇
頁
。）

中
央
神
殿

　

中
央
神
殿
の
発
掘
は
エ
ド
ワ
ル
ド
・
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
や
レ

オ
ナ
ル
ド
・
ロ
ペ
ス=

ル
ハ
ン
と
い
う
人
々
を
チ
ー
フ
と
す
る
中
央
神

殿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
。
そ
れ
自
体
は
七
八
年
か
ら

八
二
年
ま
で
で
お
お
よ
そ
終
わ
っ
た
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
遺
跡
は
、
発
掘

す
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
保
存
も
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
と
は
考
古
学
の
成
果
の
問
題
で
あ
り
、
歴
史
認
識
の
問
題

で
も
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
教
科
書
の
歴
史
記
述
が
変
わ
る
か
も
し
れ
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———　ことばと空間　———

な
い
。
そ
う
な
る
と
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
国
民
の
意
識
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
中
央
神
殿
遺
跡
は
、
隣

に
保
存
と
保
護
、
価
値
の
伝
播
を
目
的
と
し
た
中
央
神
殿
博
物
館
と
い
う

も
の
ま
で
設
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
設
置
さ
れ
た
博
物
館
に

は
、
国
立
人
類
学
歴
史
学
研
究
所
（
I
N
A
H
）
の
都
市
考
古
学
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
携
わ
り
、
中
央
神
殿
の
発
掘
を
指
揮
し
た
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス

ー
マ
が
初
代
館
長
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
（
現
在
の
館
長
は
カ
ル
ロ
ス
・
ハ
ビ

エ
ル
・
ゴ
ン
サ
レ
ス=
ゴ
ン
サ
レ
ス
）。

　

マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
に
よ
れ
ば
こ
の
中
央
神
殿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
三
つ
の
局
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
第
一
の
局
面
が
資
料
の
収
集
、

下
調
べ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
神
殿
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

特
定
す
る
。
そ
し
て
第
二
の
局
面
が
実
際
の
発
掘
と
修
復
。
こ
れ
が
だ
い

た
い
八
二
年
ま
で
に
終
わ
り
、
第
三
の
局
面
に
入
っ
た
と
の
こ
と
。
第
三

の
局
面
と
は
そ
の
解
釈
、
価
値
づ
け
だ
。
い
ず
れ
か
の
局
面
に
か
か
わ
る

出
版
物
（
本
や
雑
誌
論
文
な
ど
）
は
、
一
九
九
九
年
の
時
点
で
二
百
五
十

点
に
も
の
ぼ
る(M

atos M
octezum

a, et. al., 1999:9-10)
。

　

記
憶
の
都
市
の
こ
と
を
語
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
記
憶
の
中

に
蓄
積
さ
れ
る
中
央
神
殿
の
こ
と
を
語
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
が
第
三
の
局
面
と
呼
ん
で
い
る
考
古
学
的
作
業
こ
そ
が
、

じ
か
に
関
係
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
第
三
の
局
面
と
は
、
解
釈
、
価
値
づ

け
な
の
だ
か
ら
だ
。
考
古
学
の
仕
事
に
は
こ
れ
が
あ
る
の
で
、
単
な
る
穴

掘
り
で
は
終
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
が
あ
る
か
ら
、
同
じ
一
つ
の

遺
跡
を
前
に
し
て
、
人
々
の
異
な
る
想
念
を
導
き
出
す
。
つ
ま
り
、
記
憶

と
し
て
の
都
市
の
様
相
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
私
た
ち
が
考
古
学
的
な
遺

跡
を
前
に
す
る
と
き
、
考
古
学
者
た
ち
の
行
っ
た
価
値
づ
け
か
ら
自
由
に

な
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

中
央
神
殿
と
カ
テ
ド
ラ
ル
に
挟
ま
れ
た
空
間
を
マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
広

場
と
呼
ぶ
。
先
ほ
ど
の
書
店
、つ
ま
り
建
物
や
施
設
の
名
前
だ
け
で
な
く
、

地
名
や
通
り
の
名
に
こ
う
し
て
人
名
を
つ
け
る
の
は
記
憶
の
都
市
の
作

り
方
の
わ
か
り
や
す
い
例
の
ひ
と
つ
だ
が
、
で
は
、
こ
の
マ
ヌ
エ
ル
・
ガ

ミ
オ
と
は
何
者
か
？　

二
十
世
紀
メ
キ
シ
コ
考
古
学
を
代
表
す
る
学
者

だ
。
二
十
世
紀
の
初
頭
に
見
つ
か
っ
た
遺
物
を
も
と
に
、
中
央
神
殿
が
カ

テ
ド
ラ
ル
の
真
下
（
そ
れ
ま
で
は
そ
う
思
わ
れ
て
い
た
）
で
は
な
く
、
そ
の

横
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
た
人
物
だ
。
彼
の
時
代
に
は
中

央
神
殿
は
ま
だ
な
か
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
一
部
が
発
見
さ
れ
て
は
い

た
。
そ
の
一
部
を
調
査
し
た
の
が
ガ
ミ
オ
な
の
だ
。
中
央
神
殿
の
記
憶
を

語
る
と
き
、
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
ら
と
並
ん
で
ガ
ミ
オ
は
、
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
神
殿
前
の
こ
の
広
場
に
立

つ
と
き
、
私
た
ち
は
常
に
マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
の
名
を
思
い
出
す
の
で
あ

る
。
マ
ヌ
エ
ル
・
ガ
ミ
オ
の
名
の
上
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
ガ
ミ
オ
も
ま
た
、「
解
釈
」
の
作
業
を
行
っ
た
。

中
央
神
殿
の
み
に
携
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
数
多
く
の
考
古
学
・
人

類
学
上
の
発
掘
・
修
復
作
業
に
携
わ
っ
た
業
績
を
後
ろ
盾
に
、
行
っ
た

「
解
釈
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
彼
の
著
作
の
こ
と
だ
。
代
表
的
な
の

が
『
祖
国
を
鍛
造
す
る
』Forjando patria

（
一
九
一
六
年
）
で
、
こ
れ
は

二
十
世
紀
の
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ニ
ス
モ
を
基
礎
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

核
と
な
っ
た
著
作
（
落
合
、
一
九
九
六
年
、
六
〇
頁
）
と
評
価
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
古
典
的
名
作
だ
。
し
か
し
、
こ
の
本
に
お
い
て
ガ
ミ
オ

は
「
本
当
の
意
味
で
の
、
ま
た
広
い
意
味
で
の
人
類
学
は
、
良
き
統
治

(buen gobierno)

を
行
う
た
め
の
基
礎
知
識
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
反
論
の
余
地
が
な
い
」(G

am
io:5)

な
ど
と
書
き
つ
け
、

学
問
の
側
か
ら
国
家
、
国
策
へ
寄
り
添
う
態
度
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
点
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に
関
し
て
私
も
批
判
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
柳
原
、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
四

―
一
八
七
頁
）。
文
化
統
合
論
者
で
あ
り
、
現
在
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る

先
住
民
を
、「
メ
ス
テ
ィ
ソ
文
化
」
と
し
て
語
ら
れ
る
メ
キ
シ
コ
の
今
で

は
す
っ
か
り
公
式
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
観
を
呈
す
る
認
識
に
同
化
さ
せ
よ

う
と
す
る
ガ
ミ
オ
の
態
度
に
は
、
批
判
も
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
だ
（
落
合
、

一
九
九
六
年
な
ど
）。
ガ
ミ
オ
か
ら
百
年
近
い
時
を
隔
て
て
、
既
に
発
掘
の

済
ん
だ
中
央
神
殿
を
前
に
、
こ
れ
を
「
解
釈
」
す
る
作
業
は
、
ガ
ミ
オ
か

ら
は
違
う
地
点
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　

マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
の
比
較
的
最
近
の
著
作
に
『
テ
ノ
チ
テ
ィ

ト
ラ
ン
の
生
、
受
難
、
死
』(M

atos M
octezum

a, 2003)

と
い
う
の
が
あ
る
。

「
こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
過
去
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
る
と
い
う
特
権
を
享
受

す
る
こ
と
に
な
る
」( 7)

と
し
て
こ
こ
で
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
が
や

っ
て
い
る
こ
と
は
、
コ
ル
テ
ス
や
ベ
ル
ナ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
・
デ
ル
・
カ
ス

テ
ィ
ー
リ
ョ
の
書
き
残
し
た
テ
ノ
チ
テ
ィ
ト
ラ
ン
の
描
写
、
サ
ア
グ
ン
が

採
取
し
た
先
住
民
た
ち
の
声
、
彼
ら
の
い
ず
れ
も
が
記
し
た
征
服
戦
争
の

記
録
を
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
書
物
（
ク
ロ
ニ
カ
と
総
称
さ
れ
る
）
か
ら
抜
粋

し
、
そ
れ
ら
を
「
生
」、「
受
難
」、「
死
」
の
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
配
し
て

編
集
、
掲
載
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

果
た
し
て
征
服
期
の
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
の
声
を
編
集
、
採
録
す
る
だ
け

の
こ
の
作
業
は
「
解
釈
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？　

編
集
す
る
作
業
で

あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
判
断
が
介
入
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
確
か
に
、「
解
釈
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

た
だ
切
り
貼
り
し
た
だ
け
で
は
、
や
は
り
中
途
半
端
の
感
は
否
め
な
い
。

穿
っ
た
見
方
を
す
る
な
ら
、
先
住
民
擁
護
の
思
想
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
デ
ィ

ヘ
ニ
ス
モ
の
基
礎
と
な
ろ
う
と
し
て
成
果
は
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
反
省
を
強
い
ら
れ
て
い
る
ガ
ミ
オ
の
考
古
学
思
想
と
そ
れ
以
後
の

流
れ
に
介
入
す
る
こ
と
を
注
意
深
く
避
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

私
と
し
て
は
、
こ
こ
で
し
か
し
メ
キ
シ
コ
の
考
古
学
・
人
類
学
の
あ
り

方
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
マ
ト
ス=

モ
ク

テ
ス
ー
マ
が
、
あ
た
か
も
私
た
ち
か
ら
の
あ
り
得
べ
き
批
判
を
も
回
避
す

る
か
の
よ
う
に
、
彼
自
身
の
中
央
神
殿
に
対
す
る
解
釈
に
代
え
て
、
あ
る

人
物
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

レ
イ
ェ
ス
は
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
で
、
こ
の
驚
く
べ
き
大
都
市
の
風

景
と
鼓
動
と
を
実
に
う
ま
く
謳
っ
た
も
の
だ
」「
か
つ
て
の
、
そ
し
て
現

在
の
言
葉
で
あ
る
こ
れ
ら
に
対
す
る
序
文
と
し
て
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
翁
が

一
九
一
五
年
に
表
し
た
も
の
に
し
く
は
な
い
」( 9)

と
し
て
、
レ
イ
ェ
ス

の
著
作（
一
九
一
七
）*
か
ら
の
引
用
で『
テ
ノ
チ
テ
ィ
ト
ラ
ン
の
生
、受
難
、

死
』
の
「
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
を
結
ぶ
の
だ
っ
た
。
レ
イ
ェ
ス
の
著

作
冒
頭
近
く
の
一
部
分
で
あ
る
そ
の
引
用
箇
所
を
こ
こ
に
も
引
い
て
み

よ
う
。

　
貴
族
的
な
味
気
な
さ
が
な
く
も
な
い
あ
の
風
景
の
中
で
は
、
目
は
分
別

を
持
っ
て
い
て
も
欺
か
れ
る
の
で
、
心
の
目
で
線
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
解

読
し
、
波
打
つ
曲
線
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
撫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ

の
光
り
輝
く
空
気
の
下
で
、
一
帯
を
覆
う
涼
し
さ
と
心
地
よ
さ
の
中
で
、

初
め
て
そ
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
あ
れ
ら
の
人
々
は
、
視
野
が
広
く
、

思
慮
深
い
精
神
の
目
を
巡
ら
せ
た
の
だ
。
鷲
と
蛇
と
が
留
ま
る
と
い
う
あ

の
ウ
チ
ワ
サ
ボ
テ
ン

―
わ
た
し
た
ち
の
野
原
の
幸
福
な
る
縮
図
だ

―

に
う
っ
と
り
と
し
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
不
吉
な
鳥
の
鳴
き
声
で
、
敵
意
に

満
ち
た
湖
の
存
在
を
知
り
、
安
息
の
地
を
約
束
さ
れ
た
よ
う
に
思
っ
た
の

だ
。
少
し
経
つ
と
、
あ
の
水
上
家
屋
の
向
こ
う
か
ら
、
都
市
が
姿
を
現
す

だ
ろ
う
。
そ
の
都
市
に
か
の
七
つ
の
洞
窟

―
わ
た
し
た
ち
の
地
に
散
ら
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ば
っ
た
七
つ
の
大
家
族
の
揺
り
籠
だ

―
か
ら
、
神
話
の
人
物
た
る
騎
乗

の
人
が
、
侵
入
し
て
く
る
の
だ
。
さ
ら
に
先
に
進
む
と
都
市
は
帝
国
へ
と

変
わ
る
。
バ
ビ
ロ
ニ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
も
た
と
え
る
べ
き
巨
大
な
文
明
の

音
が
、
苦
悩
す
る
モ
ク
テ
ス
マ
の
不
吉
な
日
々
ま
で
、
疲
弊
し
な
が
ら
も

続
く
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
脅
威
を
与
え
る
の
に
ま
さ
に
こ
れ
以
上
は
な

い
と
い
う
絶
好
の
機
に
、
雪
を
被
っ
た
火
山
を
越
え
、
コ
ル
テ
ス
の
配
下

の
者
た
ち
（「
埃
と
汗
、
そ
し
て
鉄
」）
が
、
響
き
と
輝
き
の
あ
の
世
界
、
山

に
囲
ま
れ
た
広
大
な
円
形
の
世
界
に
、
姿
を
現
す
の
だ
。

　

彼
ら
の
足
下
に
は
、蜃
気
楼
の
よ
う
に
美
し
い
土
地
が
広
が
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
あ
た
か
も
、
ひ
と
つ
の
寺
院
か
ら
流
れ
出
る
か
の
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
都
市
の
放
射
状
の
道
路
が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
四
方
の
隅
へ

と
延
び
て
い
た
の
だ
。(R

eyes,2008:14)

　

ガ
ミ
オ
の
『
祖
国
を
鍛
造
す
る
』
出
版
の
翌
年
、
ス
ペ
イ
ン
に
あ
っ
た

レ
イ
ェ
ス
は
「
古
文
書
館
の
ポ
エ
ジ
ー
」
の
成
果
と
し
て
こ
れ
を
発
表
し

た
。
勤
務
し
て
い
た
在
仏
メ
キ
シ
コ
大
使
館
が
第
一
次
大
戦
の
戦
火
を

嫌
っ
て
解
体
し
た
た
め
、
職
を
な
く
し
て
ス
ペ
イ
ン
に
渡
っ
た
レ
イ
ェ
ス

は
、
オ
ル
テ
ガ
の
主
宰
す
る
雑
誌
な
ど
で
原
稿
を
書
き
、
あ
る
い
は
図
書

館
等
で
の
調
べ
物
を
請
け
負
っ
た
り
し
て
糊
口
を
し
の
い
だ
。
ひ
と
り
の

書
き
手
と
い
う
よ
り
は
、
下
働
き
的
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
経
験
は
、
碩
学
ラ
モ
ン
・
メ
ネ
ン
デ
ス=

ピ
ダ
ル
率

い
る
歴
史
学
研
究
所
文
献
学
部
門
で
の
文
献
学
研
究
、
古
典
叢
書
編
集
の

仕
事
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

格
好
の
基
礎
訓
練
と
し
て
役
だ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

す
で
に
『
美
学
の
諸
問
題
』（
一
九
一
三
年
）
と
い
う
著
書
も
あ
っ
た
作
家

レ
イ
ェ
ス
は
、
そ
う
し
た
役
割
に
満
足
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
委
託
を
受
け

て
行
っ
た
調
査
を
調
査
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
な
く
、
自
ら
の
執
筆
に
も
利

用
し
て
数
多
く
の
記
事
を
書
き
、
や
が
て
書
き
手
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

  『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
発
表
の
二
年
後
に
は
、「
古
文
書
館
の
ポ
エ
ジ
ー
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
短
文
を
発
表
し
て
、
歴
史
的
文
書
そ
の
も
の
と
、
そ

れ
が
被
る
こ
と
に
な
る
転
変
と
に
、
学
問
に
回
収
し
つ
く
す
こ
と
の
で
き

な
い
「
ポ
エ
ジ
ー
」
の
存
在
を
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る(R

eyes,1956)

。
こ
こ

で
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
が
引
い
て
い
る
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
と

は
、
レ
イ
ェ
ス
が
マ
ド
リ
ー
ド
で
の
下
働
き
時
代
、
歴
史
的
文
献
を
渉
猟

し
て
得
た
知
識
を
、
歴
史
学
や
歴
史
記
述
に
活
か
す
こ
と
で
満
足
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
彼
な
ら
ば
こ
そ
引
き
出
し
得
る
要
素
を
引
き
出
そ

う
と
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
な
ら
ば
こ
そ
引
き
出
し
得
た
要
素

と
は
、
一
種
の
詩
情
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
「
古
文
書
館
の
ポ

エ
ジ
ー
」
の
最
大
の
成
果
な
の
だ
。

　

レ
イ
ェ
ス
は
メ
ネ
ン
デ
ス=

ピ
ダ
ル
率
い
る
歴
史
学
研
究
所
で
文
献

学
者
と
し
て
の
仕
事
に
就
い
た
と
は
、
今
紹
介
し
た
ば
か
り
の
、
良
く
知

ら
れ
た
事
実
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
レ
イ
ェ
ス
は
、
ス
ペ
イ
ン
二
〇
世
紀

を
代
表
す
る
こ
の
大
文
献
学
者
の
、
科
学
的
、
歴
史
実
証
主
義
的
な
厳
密

な
学
問
態
度
に
は
、
一
種
の
不
満
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。
そ
こ
に
詩
情

が
介
入
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
学
問
は
虚
し
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ

(M
onsiváis)

。
そ
ん
な
レ
イ
ェ
ス
が
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
「
ポ
エ
ジ
ー
」

の
発
露
な
の
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、

数
々
の
考
古
学
的
発
掘
、
つ
ま
り
事
実
の
実
証
的
確
認
を
前
提
と
し
た
ガ

ミ
オ
の
態
度
な
ど
と
は
、
レ
イ
ェ
ス
の
立
場
は
大
き
く
異
な
る
に
違
い
な

い
。『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
は
、
確
か
に
、
コ
ル
テ
ス
ら
の
征
服
期
の
文

物
か
ら
の
引
用
と
解
釈
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
書
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
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実
の
羅
列
で
は
な
い
何
か
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
部
分
の

第
一
文
目
に
し
て
か
ら
、
事
実
と
、
そ
れ
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
態
度
と

に
は
目
を
背
け
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。「
貴
族
的
な
味

気
な
さ
が
な
く
も
な
い
あ
の
風
景
の
中
で
は
、
目
は
分
別
を
持
っ
て
い

て
も
欺
か
れ
る
の
で
、
心
の
目
で
線
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
解
読
し
、
波
打

つ
曲
線
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
撫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
つ
ま
り
レ

イ
ェ
ス
は
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
に
お
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
人
征
服
者
た
ち

の
見
た
ま
ま
の
メ
キ
シ
コ
の
姿
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。
そ
ん
な
目
に
は
見
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、「
心
の
目
」

に
見
え
る
こ
と
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
は

正
確
に
は
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
（
一
五
一
九
）』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ

り
、
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ル
テ
ス
に
よ
る
メ
キ
シ
コ
征
服
よ
り
も
二
年
前

の
「
眺
め
」
を
描
い
た
と
い
う
結
構
に
な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
だ
っ

た
。
レ
イ
ェ
ス
は
つ
ま
り
、
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
の
文
献
を
通
じ
、
ス
ペ
イ

ン
人
た
ち
が
到
着
す
る
以
前
の
メ
キ
シ
コ
を
再
現
し
て
見
せ
た
の
だ
。
引

用
の
箇
所
は
そ
の
導
入
と
し
て
、
コ
ル
テ
ス
一
行
が
見
た
は
ず
の
ア
ナ
ワ

ク
の
盆
地
を
、
テ
ノ
チ
テ
ィ
ト
ラ
ン
の
湖
上
都
市
を
、
そ
し
て
そ
の
中
央

部
に
存
在
す
る
中
央
神
殿
の
壮
麗
さ
を
記
述
し
た
も
の
だ
。

　

征
服
者
た
ち
の
記
録
を
引
用
し
な
が
ら
、
征
服
者
た
ち
の
到
着
以
前

の
メ
キ
シ
コ
を
描
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
レ
イ
ェ
ス
の
テ
ク
ス
ト
『
ア

ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
は
、
征
服
者
た
ち
の
記
録
を
そ
の
ま
ま
提
示
す
る
と
い

う
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
の
態
度
と
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

実
証
性
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
疑
わ
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
レ
イ
ェ

ス
は
そ
こ
に
こ
そ
価
値
を
置
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
行
っ
た
彼
の
記

述
が
今
、
し
か
し
、
皮
肉
に
も
、
マ
ト
ス=

モ
ク
テ
ス
ー
マ
に
は
こ
れ

に
「
し
く
は
な
い
」
ほ
ど
中
央
神
殿
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
叙
述
と
し
て
本

当
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
発
表
か
ら
百
年
近
く
を
経
て
、
レ
イ
ェ
ス

の
想
像
力
は
考
古
学
な
ど
の
科
学
的
知
性
を
納
得
さ
せ
た
の
だ
。
実
際
、

お
そ
ら
く
、
レ
イ
ェ
ス
の
こ
の
記
述
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
想
像
力
に
実

に
ぴ
っ
た
り
と
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
四
）。

空
気
の
最
も
澄
ん
だ
メ
キ
シ
コ

　

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
レ
イ
ェ
ス
が
こ
の
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
で
得
た
達

成
は
、
想
像
力
に
よ
る
ス
ペ
イ
ン
人
到
達
以
前
の
メ
キ
シ
コ
の
再
現
と
い

う
以
外
に
、
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
彼
は
ひ
と
つ
の
表
現
、
ひ
と
つ
の
ト
ピ

ッ
ク
を
作
り
出
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
こ
の
本
の
冒
頭
に
エ
ピ
グ
ラ
フ
と

し
て
あ
げ
た
、
彼
自
身
の
実
は
創
作
に
な
る
言
葉
だ
。「
旅
人
よ
、
君
は

                              図四　V.A.1992 より
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空
気
の
も
っ
と
も
澄
ん
だ
地
に
着
い
た
の
だ
」( 9)

と
い
う
こ
の
一
文
は
、

こ
の
後
、
テ
ク
ス
ト
本
文
で
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト

の
名
前
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
い
間
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
葉
だ
と
勘

違
い
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
、
文
学
作
品
な
ど
で
た
び
た
び
、
メ
キ

シ
コ
市
、
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
盆
地
部
を
表
す
枕
詞
や
比
喩
表
現
の
よ
う

に
使
わ
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
キ
ュ
ー
バ
の
小
説
家
ア
レ
ホ
・
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
小

説
『
春
の
祭
典
』（
一
九
七
八
年
）
で
は
、
二
人
の
主
人
公=

語
り
手
の

う
ち
の
ひ
と
り
エ
ン
リ
ケ
が
、
メ
キ
シ
コ
を
訪
れ
た
一
九
三
〇
年
こ
ろ
の

こ
と
を
回
想
し
な
が
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
革
命
と
い
う
日
常
言
語
は
、
あ
る
朝
大
気
澄
み
渡
る

ア
ナ
ワ
ク
の
地
で
目
覚
め
て
以
来
、
単
に
革
命
0

0

と
い
う
用
語
と
な
っ
て
僕

の
周
り
を
巡
っ
て
い
た
。（
五
六
頁
。
傍
点
は
邦
訳
原
文
、
傍
線
は
引
用
者
）

　

こ
こ
で
は
メ
キ
シ
コ
中
央
盆
地
の
古
名
ア
ナ
ワ
ク
を
修
飾
す
る
句
と

し
て
、
ま
る
で
い
わ
ゆ
る
枕
詞
の
よ
う
に
「
大
気
澄
み
渡
る
」
と
い
う
表

現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

枕
詞
の
よ
う
に
と
い
う
よ
り
は
、比
喩
と
し
て
「
大
気
澄
み
渡
る
」（「
空

気
の
も
っ
と
も
澄
ん
だ
」）
地
と
い
う
表
現
を
メ
キ
シ
コ
市
に
用
い
て
い
る

の
が
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
だ
。『
野
生
の
探
偵
た
ち
』
第
二
部
第

二
十
四
章
の
語
り
手
ア
ウ
ク
シ
リ
オ
・
ラ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
こ
う
語
る
。

と
い
う
の
も
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
か
考
え
て
い
る
か
想
像
し
て
い
る
と

お
り
、
Ｄ
Ｆ
で
生
活
す
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
す
が
、
い
く
ら
か
の
お
金

を
持
っ
て
い
る
か
、
奨
学
金
を
も
ら
う
か
、
仕
事
を
持
つ
か
し
て
さ
え
い

れ
ば
と
い
う
意
味
で
、
わ
た
し
に
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
す
、
空
気
の
も

0

0

0

0

っ
と
も
澄
ん
だ
土
地

0

0

0

0

0

0

0

0

に
や
っ
て
く
る
ま
で
の
長
い
道
の
り
で
わ
た
し
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
、

ど
ん
な
仕
事
で
も
こ
な
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。（
上
、

二
六
七
頁
、
傍
点
引
用
者
）

　

ウ
ル
グ
ア
イ
人
ア
ウ
ク
シ
リ
オ
・
ラ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
、
彼
女
が
住
ん
で

い
た
一
九
六
〇
年
代
の
メ
キ
シ
コ
市
、あ
る
い
は
メ
キ
シ
コ
連
邦
首
府（
Ｄ

Ｆ
）
を
言
い
換
え
、「
空
気
の
も
っ
と
も
澄
ん
だ
土
地
」
と
言
っ
て
い
る
。

　

極
め
つ
け
は
小
説
家
カ
ル
ロ
ス
・
フ
エ
ン
テ
ス
だ
。
彼
の
最
初
の
長
編

小
説
は
、
そ
の
名
も
『
大
気
澄
み
渡
る
地
』La región m

ás transparente 

（
一
九
五
八
年
）
と
い
う
。
原
語
を
示
せ
ば
、
レ
イ
ェ
ス
の
表
現
に
は
何
語

か
（「
空
気
が
」
に
相
当
す
る
語
句
）
足
り
な
い
け
れ
ど
も
、
現
在
確
認
で

き
る
日
本
語
の
紹
介
文
（
小
説
の
翻
訳
は
な
い
）
は
ど
れ
も
、「
空
気
が
」

澄
ん
だ
地
と
補
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
問
題
の
レ
イ
ェ
ス
の
表
現
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
い
た
い
、
小
説
の
最
終
章

は
ま
さ
に
、「
空
気
の
も
っ
と
も
澄
ん
だ
土
地
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

　

レ
イ
ェ
ス
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
こ
の
よ
う
に
、
受
け
継
が
れ
、
再
生
産
さ

れ
、
誰
も
が
踏
襲
す
る
ひ
と
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
転
じ
て
い
る
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
大
気
汚
染
が
問
題
と
な
り
、
世
界
で
最
も
空
気
の
汚
い

都
市
と
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
後
の
メ
キ
シ
コ
市
し
か
知
ら
な
い
私
た

ち
に
と
っ
て
は
意
外
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
湖
上
の
都
市
メ
キ
シ
コ

は
、
古
来
そ
の
澄
ん
だ
空
気
と
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
美
し
い
景
色
で
知
ら

れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
大
気
汚
染
以
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
う
し
た
文
学

的
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、
し
か
し
、
そ
こ
が
か
つ
て
そ
う
い
う
美
し
い
土
地
で

あ
っ
た
こ
と
を
絶
え
ず
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
透
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明
な
空
気
を
誇
る
土
地
の
中
央
に
は
大
神
殿
が
そ
び
え
て
い
る
。
私
た
ち

が
日
常
的
に
目
に
す
る
メ
キ
シ
コ
市
中
央
広
場
は
、
そ
の
表
面
の
層
を
剥

が
せ
ば
、
そ
う
い
う
相
貌
を
露
わ
に
す
る
の
だ
っ
た
。

　
　

注

　
　

本
論
は
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
十
六
日
（
土
）
立
教
大
学
内
で
行
わ
れ
た
、
同
大
学
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
所
主
催
の
講
演
会
「
第
四
十
二
回
現
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ　

ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
の
都
市
を
歩
く—

—
文
学
と
建
築
の
視
座
か
ら
」
に
お
け
る
講
演
内
容
の
、

約
三
分
の
一
を
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
他
の
三
分
の
一
は
同
大
学
同
研
究
所
『
立
教
大
学

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
所
報
』
第
四
十
号
に
掲
載
予
定
）。
個
人
的
な
体
験
か
ら
語
り
起
こ
し

て
い
る
の
は
、
講
演
会
と
い
う
性
質
を
考
慮
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

*
『
ア
ナ
ワ
ク
の
眺
め
』
末
尾
に
は
、「
マ
ド
リ
ー
ド　

一
九
一
五
年
」
の
記
述
が
あ
る

（
レ
イ
ェ
ス
、33

）。
た
だ
し
、
出
版
は
一
七
年
。
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て
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
（
東
、
二
〇
〇
三; A

zum
a, 2006

参
照)

。
個
人
は
、
多
様
な
文
化
を
あ
わ
せ
も
つ
形
で
、
自
分
独
自
の
文

化
環
境
を
有
し
、
そ
の
個
人
の
集
ま
り
で
あ
る
集
団
の
文
化
は
、
流
動

的
で
固
定
化
さ
れ
た
も
の
と
は
な
り
え
な
い
た
め
、
集
団
文
化
の
特
徴

を
把
握
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
異
な
る
集
団
文
化
間
の
差
異
を
検

討
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
難
し
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

個
人
が
幼
少
期
か
ら
長
期
に
わ
た
り
同
じ
集
団
文
化
内
で
生
活
し
て
い

れ
ば
、
所
属
集
団
内
で
共
有
さ
れ
る
よ
う
な
、
ど
う
ふ
る
ま
い
、
評
価
し
、

理
解
す
る
の
が
よ
い
か
に
関
す
る
認
知
的
枠
組
、
す
な
わ
ち
、
日
常
的

な
出
来
事
や
事
柄
に
関
す
る
常
識
的
な
筋
書
き
的
知
識
（
ラ
イ
フ
・
ス
ク

リ
プ
ト
）
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
集
団
文
化
自
体
が
固
定

化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ラ
イ
フ
・
ス
ク
リ
プ
ト
も
変
化
し
て
い
く
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
集
団
内
で
生
活
し
て
い
く
う
え
で
の
規
範
的
な
も

の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
た
め
、
劇
的
に
変
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

そ
の
変
化
は
徐
々
に
す
す
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
よ
く
い
わ

れ
る
、
行
動
や
心
理
面
で
み
ら
れ
る
文
化
差
は
、
集
団
間
の
ラ
イ
フ
・

ス
ク
リ
プ
ト
の
差
異
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
異

な
る
集
団
文
化
間
で
は
、
そ
の
ス
ク
リ
プ
ト
の
分
布
や
内
容
に
差
が
あ

る
た
め
、
と
き
と
し
て
、
同
じ
出
来
事
に
対
す
る
解
釈
や
感
じ
方
、
対

処
の
仕
方
等
で
違
い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
論
文

語
り
の
文
化
差
に
関
す
る
検
討
―
複
数
の
予
備
的
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
原
泉

 

は
じ
め
に

認
知
の
あ
り
方
、
感
じ
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
言
語
使
用
を
含
む
社

会
的
行
動
の
基
本
的
な
部
分
の
多
く
は
人
類
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の

点
は
、
比
較
心
理
学
や
進
化
心
理
学
の
研
究
知
見
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て

も
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
人
差
が
あ
る
う
え
、
人
は
集
団

の
中
で
、
集
団
の
ル
ー
ル
や
慣
習
の
も
と
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
た

め
、
周
囲
を
と
り
ま
く
環
境
や
人
、
そ
の
集
団
内
で
形
成
さ
れ
る
文
化

か
ら
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

本
論
文
で
は
、
文
化
と
行
動
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
語
り
と
の
関
係
性

に
焦
点
を
あ
て
、
文
化
の
違
い
に
よ
っ
て
語
り
方
に
ど
の
よ
う
な
差
が

生
じ
う
る
の
か
を
、
複
数
の
調
査
結
果
を
紹
介
し
な
が
ら
検
討
し
て
い

く
。
最
初
に
、
文
化
と
心
理
・
行
動
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
本
論
文
の

立
場
を
述
べ
て
お
く
。

従
来
、
文
化
が
一
方
的
に
個
人
の
行
動
や
心
を
規
定
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
個
人
に
よ
る
文
化
の
生
成
と
い

う
側
面
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
（Levine, Logoff, R

apport, 
G

jerde, A
zum

a

）、
文
化
に
は
個
人
文
化
と
い
う
側
面
と
、
文
化
的
経
験

の
共
有
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
集
団
文
化
と
い
う
側
面
が
存
在
す
る
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
人
文
化
と
集
団
文
化
の
関
係
に
つ
い
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の
考
え
方
で
あ
る
。

次
に
、
文
化
を
心
理
学
で
追
究
す
る
上
で
の
、
理
論
と
実
証
の
関
係
に

つ
い
て
の
本
論
文
の
立
場
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
文
化
に
は
あ
ま
り
に

も
多
く
の
要
素
が
含
ま
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
た
め
の
理
論

の
レ
ベ
ル
や
タ
イ
プ
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
得
る
が
、
心
理
学
に
お
け
る
文

化
研
究
の
現
状
は
、
多
く
の
文
化
的
知
見
・
事
象
の
説
明
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
る
よ
う
な
理
論
が
あ
る
と
は
い
い
が
た
く
、
文
化
的
事
象
に
関

す
る
（
偏
っ
た
見
方
や
解
釈
を
払
拭
す
る
だ
け
の
）
実
証
的
な
デ
ー
タ
も
充

分
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
，
文
化
の
ど
の
部
分
を
追
究
す
る
の
か

を
明
確
に
焦
点
化
し
、
地
道
に
調
査
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
方
法

が
賢
明
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
研
究
の
進
め
方
と
し
て
、
既
存

の
理
論
あ
る
い
は
（
自
ら
提
唱
す
る
）
新
理
論
を
検
証
す
る
よ
う
な
調
査
・

実
験
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
も
あ
る
が
、
今
述
べ
た
と
お
り
、
文

化
差
に
関
し
て
、
確
固
た
る
理
論
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
混
沌
と
し
た

状
況
で
は
、
無
理
に
理
論
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
デ
ー
タ
収
集
と
そ

の
結
果
に
対
す
る
説
得
力
の
あ
る
解
釈
を
提
示
し
て
い
く
、
と
い
う
作

業
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
時
間
は
か
か
る
だ
ろ

う
が
、
調
査
結
果
を
積
み
重
ね
て
い
き
な
が
ら
理
論
を
形
成
し
て
い
く

と
い
う
方
法
が
、
よ
り
誤
解
の
な
い
客
観
的
な
知
見
提
供
へ
と
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

文
化
差
に
関
し
て
は
、
依
然
と
し
て
「
西
洋
文
化
v
s
東
洋
文
化
」

と
い
う
二
分
法
的
な
視
点
、
さ
ら
に
「
西
洋=

個
人
主
義
、
東
洋=

集

団
主
義
」（
当
該
研
究
分
野
で
は
そ
の
よ
う
な
見
方
は
少
な
く
な
っ
た
が
）
と

い
う
見
方
が
強
い
。
し
か
し
、
近
年
の
知
見
か
ら
、
諸
文
化
を
こ
の
よ

う
な
単
純
な
図
式
で
は
決
し
て
把
握
し
き
れ
な
い
こ
と
、
同
じ
〝
東
洋

文
化
圏
〟
と
い
わ
れ
る
文
化
間
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
差
が
あ
る
こ
と
、
ど

の
文
化
も
、
そ
の
文
化
な
り
の
個
人
主
義
的
部
分
、
集
団
的
主
義
的
部

分
の
双
方
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
（
増

田
・
山
岸
、
二
〇
一
〇; 

高
野
・
纓
坂
、
一
九
九
七; 

山
本
、
二
〇
〇
八
他
）。

こ
の
流
れ
を
受
け
、
本
論
文
で
も
、
文
化
差
の
調
査
を
実
施
す
る
際
に
、

二
分
法
的
な
対
極
的
な
比
較
を
避
け
る
た
め
、
三
文
化
間
（
以
上
）
で
の

比
較
、
さ
ら
に
、
同
一
文
化
圏
内
の
比
較
（
国
内
比
較
）
や
性
差
、
世
代

差
も
あ
わ
せ
て
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
の
立
場
を
と
る
。
と
は
い

え
、
筆
者
が
関
わ
っ
た
調
査
の
う
ち
、
三
文
化
間
比
較
を
行
え
た
の
は
、

一
部
の
調
査
の
み
で
、
二
文
化
の
デ
ー
タ
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
調
査

も
あ
る
。
二
文
化
間
比
較
の
デ
ー
タ
の
解
釈
に
は
、
対
極
的
な
比
較
に

な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
注
意
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
、
考
え
の
も
と
、
以
下
で
は
、
過
去
に
筆
者
が
関

わ
っ
た
、
語
り
と
他
関
連
事
象
の
文
化
差
に
関
す
る
調
査
結
果
を
中
心

に
紹
介
し
て
い
く
。
な
お
、
語
り
に
注
目
す
る
の
は
、
語
り
に
は
、
人

が
経
験
や
行
為
を
ど
う
と
ら
え
、
ど
う
意
味
づ
け
て
い
る
か
が
現
れ
て

お
り
（B

runer, 1990

）、
そ
の
よ
う
な
語
り
は
、
幼
少
期
か
ら
の
社
会
生

活
の
中
で
身
に
つ
け
蓄
積
し
て
き
た
文
化
的
な
ラ
イ
フ
・
ス
ク
リ
プ
ト

に
基
づ
き
生
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
東
、
二
〇
〇
七
）。

自
己
に
つ
い
て
の
語
り
と
文
化
差

　

本
章
で
は
、
自
己
に
つ
い
て
の
語
り
に
関
す
る
文
化
差
を
検
討
し
た
調

査
結
果
を
み
て
い
く
。
日
本
、
中
国
、
米
国
の
大
学
生
を
対
象
に
、
向
田
・

東(

二
〇
〇
七)
、M

ukaida, A
zum

a, C
rane, &

 C
rystal ( 2010)

は
、
自
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分
の
将
来
の
一
時
点
に
お
い
て
自
分
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
予
想
さ

せ
る
作
文
課
題
を
、
高
崎
・
東(

二
〇
〇
七)

は
、
過
去
に
行
っ
た
目
標

志
向
的
な
努
力
に
つ
い
て
書
か
せ
る
作
文
課
題
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
調
査
結
果
の
概
要
を
順
に
紹
介
し
た
い
。

向
田
・
東(

二
〇
〇
七)

、M
ukaida

ら
（2010

）
で
は
、「
十
年
後
の
あ

る
一
日
」
の
生
活
に
つ
い
て
、
行
動
、
内
面
を
含
め
詳
し
く
書
く
よ
う
も

と
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
、「
情
景
描
写
」
や
「
日
常
生
活
」
に
関
す
る

記
述
の
割
合
は
、
日
本
、
中
国
の
学
生
よ
り
米
国
の
学
生
に
お
い
て
有
意

に
高
く
、
仕
事
へ
の
言
及
は
三
つ
の
国
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と

い
う
。
し
か
し
、「
仕
事
上
の
具
体
的
な
行
動
」
は
中
国
の
学
生
が
も
っ

と
も
高
い
割
合
で
言
及
し
、
日
本
の
学
生
で
の
言
及
の
割
合
が
も
っ
と
も

低
か
っ
た
と
い
う
。「
具
体
的
な
職
業
」
へ
の
言
及
は
、
日
本
の
女
子
学

生
で
顕
著
に
低
い
た
め
、
日
本
人
学
生
全
体
で
の
言
及
率
も
有
意
に
低
く

な
っ
て
い
た
と
い
う
。「
家
族
に
関
す
る
記
述
」
は
米
国
の
学
生
で
も
っ

と
も
多
く
み
ら
れ
性
差
は
な
く
、
中
国
の
学
生
で
は
言
及
の
割
合
が
低
く

性
差
も
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
学
生
に
お
い
て
は
性
差
が
あ
り
男
性
よ
り

も
女
性
で
有
意
に
多
く
述
べ
て
お
り
、
し
か
も
、「
家
庭
と
仕
事
の
両
立
」

に
言
及
し
て
い
た
の
は
、日
本
の
女
子
学
生
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
一

生
懸
命
」「
頑
張
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
、
前
向
き
で
意
欲
的
な
行
動
ス

タ
イ
ル
の
記
述
は
、
中
国
に
お
い
て
半
数
近
く
と
も
っ
と
も
多
く
、「
肯

定
的
感
情
」
の
記
述
は
、
中
国
、
米
国
の
学
生
が
七
割
以
上
と
比
較
的
高

か
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
学
生
の
記
述
の
割
合
は
、
半
数
程
度
と
低

か
っ
た
と
い
う
。
国
別
の
物
語
の
傾
向
と
し
て
、日
本
の
学
生
の
記
述
は
、

性
差
が
著
し
く
伝
統
的
な
性
役
割
観
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
行

動
よ
り
役
割
や
立
場
へ
の
言
及
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
中
国
の
学
生
の
記

述
は
、
男
女
問
わ
ず
、
仕
事
面
で
の
記
述
が
多
く
具
体
的
で
あ
り
、
否
定

的
な
部
分
も
言
及
さ
れ
る
が
前
向
き
な
姿
勢
が
伝
わ
る
物
語
に
な
っ
て

い
た
と
い
う
。
米
国
の
学
生
の
記
述
は
具
体
的
で
、
仕
事
よ
り
家
族
関
係

の
記
述
が
特
に
詳
し
く
対
人
関
係
を
強
調
す
る
物
語
で
あ
り
、
否
定
的
な

要
素
が
な
く
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
的
な
描
か
れ
方
だ
っ
た
と
い
う
。
一
般

的
に
は
、
東
洋
文
化
圏
で
、
よ
り
対
人
関
係
を
重
視
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
が
ち
だ
が
、
作
文
結
果
は
逆
に
な
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
こ
の

結
果
に
つ
い
て
、
向
田
・
東
（
二
〇
〇
七
）
は
、
今
後
の
追
究
が
必
要
だ

と
し
な
が
ら
「
他
者
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る

社
会
で
は
、
あ
え
て
人
と
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
」（
二
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
物
語
が
具
体
的
で
性
差
が
少

な
い
と
い
う
点
で
中
国
と
米
国
の
学
生
で
共
通
し
て
い
る
な
ど
、「
西
洋

文
化
v
s
東
洋
文
化
」
と
い
う
枠
組
み
で
は
こ
の
調
査
結
果
は
う
ま
く

解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

高
崎
・
東
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
こ
こ
一
、二
年
以
内
に
（
中
国
で
は
「
一

年
以
内
に
」、
米
国
で
は
「
数
カ
月
以
内
に
」
と
教
示
）
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
一
生
懸
命
努
力
し
た
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
す
る
よ
う
も
と
め

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
内
容
面
で
は
、「
学
業
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
米

国
の
学
生
よ
り
日
中
の
学
生
の
ほ
う
が
有
意
に
多
く
、
全
体
的
に
少
な
い

と
は
い
え
、「
進
路
」
に
関
す
る
記
述
は
中
国
の
学
生
に
お
い
て
日
米
の

学
生
よ
り
有
意
に
多
く
、「
対
人
関
係
」
と
「
他
の
人
の
た
め
」
と
い
う

記
述
は
、
米
国
の
学
生
に
お
い
て
日
中
の
学
生
よ
り
も
有
意
に
多
か
っ
た

と
い
う
。
何
の
た
め
に
努
力
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
学
生
に
お
い

て
「
達
成
／
競
争
」
の
記
述
が
中
米
よ
り
有
意
に
多
く
、
米
国
の
学
生
で

は
「
内
発
的
」
へ
の
言
及
が
、
中
国
の
学
生
で
は
「
報
酬
／
罰
」
へ
の
言

及
が
他
二
国
の
学
生
よ
り
も
有
意
に
多
か
っ
た
と
い
う
。「
目
標
の
明
確

な
記
述
」
は
日
本
の
学
生
に
お
い
て
有
意
に
多
か
っ
た
が
、「
結
果
に
関
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す
る
記
述
」
や
「
結
果
に
対
す
る
気
持
ち
」
は
米
国
の
学
生
に
お
い
て
有

意
に
多
く
、「
プ
ロ
セ
ス
（
手
段
、
努
力
中
の
気
持
ち
）」
の
詳
細
は
日
中

で
異
な
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、「
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
日
中

の
学
生
の
ほ
う
が
米
国
の
学
生
よ
り
も
有
意
に
多
く
言
及
し
て
い
た
と

い
う
。
数
量
化
三
類
の
分
析
結
果
も
踏
ま
え
、
国
別
の
物
語
の
傾
向
を
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
日
本
の
学
生
で
は
、
学
業
の
達
成
を
目
的

と
し
た
も
の
が
多
く
、
目
的
の
記
述
と
プ
ロ
セ
ス
の
記
述
は
明
確
だ
が
、

結
果
の
記
述
が
曖
昧
な
傾
向
に
あ
り
、
中
国
の
学
生
で
は
、
目
標
の
記
述

は
曖
昧
だ
が
日
本
と
同
様
に
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
記
述
が
多
い
傾
向
に

あ
る
も
の
の
、「
報
酬
／
罰
」
を
目
的
に
努
力
し
た
と
す
る
記
述
が
他
二

国
の
学
生
よ
り
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
米
国
の
学
生
で
は
、「
身
の
回

り
／
生
活
」
面
で
「
内
発
的
に
」
努
力
し
た
と
書
く
傾
向
が
み
ら
れ
、「
結

果
に
関
す
る
記
述
」
が
明
確
で
あ
っ
た
と
い
う
。
結
果
の
記
述
を
重
視
す

る
米
国
と
は
異
な
り
、
努
力
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
傾
向
が
、
日
中
で
共

通
し
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
が
、
努
力
内
容
や
目
標
な
ど
の
記
述

で
は
日
中
間
で
差
異
が
み
ら
れ
、
こ
の
結
果
も
、「
西
洋
文
化
v
s
東
洋

文
化
」
と
い
う
単
純
な
枠
組
み
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
し
か
も
、
語
り
の
ス
タ
イ
ル
が
、
高
崎
・
東
（
二
〇
〇
七
）
の
過
去

の
努
力
の
記
述
で
は
日
中
で
似
て
い
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
（
結
果
よ
り

プ
ロ
セ
ス
を
詳
し
く
語
る
ス
タ
イ
ル
）、
向
田
・
東
（
二
〇
〇
七
）
の
将

来
の
自
分
に
関
す
る
記
述
で
は
、
内
容
は
大
き
く
異
な
る
と
は
い
え
、
む

し
ろ
中
米
で
似
て
い
る
部
分
が
あ
る
（
明
る
い
未
来
を
具
体
的
に
語
る
ス
タ

イ
ル
）
こ
と
が
示
さ
れ
、
語
る
内
容
に
よ
っ
て
、
文
化
差
の
現
れ
方
が
異

な
っ
て
く
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
一
文
化
圏
内
に
も
多
様
な
要
素

が
含
ま
れ
、
各
文
化
圏
を
単
純
に
は
特
徴
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。

　

次
に
、
日
本
、
中
国
、
米
国
の
三
国
間
比
較
で
は
な
い
が
、
本
研
究
室

で
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
学
生
を
対
象
に
行
わ
れ
た
、
自
己
紹
介
に
関
す

る
予
備
的
調
査
に
つ
い
て
方
法
も
含
め
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
い

1
。
こ

の
調
査
で
は
、
東
京
都
内
の
一
大
学
の
日
本
人
学
生
七
一
人
（
男
子
学
生

一
四
人
、
女
子
学
生
五
七
人
）、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
二
五
人
（
男
子
学
生
一
一

人
、女
子
学
生
一
四
人
）
を
対
象
に

2
、「
今
、あ
な
た
が
新
し
い
学
校
（
大
学
、

専
門
学
校
な
ど
）
に
入
学
し
た
と
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
初
め
て

ク
ラ
ス
の
皆
に
会
っ
て
自
己
紹
介
を
す
る
場
面
を
想
定
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
時
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
自
己
紹
介
を
し
ま
す
か
？　

五
行
以
上

で
書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
、
簡
単
な
自
己
紹
介
の
記
述
を
も
と
め
る
質
問

紙
調
査
を
実
施
し
た
。
分
析
に
際
し
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作

成
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
き
、
調
査
者
と
別
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
者

が
独
立
に
、
記
述
内
容
を
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
分
類
判
定
が
九
六
％
一
致

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
一
致
し
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
話
し
合
い

で
判
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
二
国
間
で
有
意
差
の

み
ら
れ
た
項
目
を
み
て
い
く
。「
や
あ
ど
う
も
」
と
い
っ
た
挨
拶
を
記
述
し

た
割
合
は
、日
本
人
学
生
（
一
・
四
%
）
よ
り
も
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（
六
八
・
〇

%
）
で
有
意
に
高
か
っ
た
が
（χ

2(1, N
=96)=53.82, p <.01

）、「
こ
ん
に
ち
は
」

と
記
述
し
た
割
合
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（4.0

%
）
よ
り
も
日
本
人
学

生（
二
三
・
九
%
）で
有
意
に
高
か
っ
た（χ

2(1, N
=96)=4.83, p <.05

）。「
元
気
？

と
い
う
呼
び
か
け
」
の
記
述
は
、
日
本
人
学
生
（
一
・
四
%
）
よ
り
も
ブ
ラ

ジ
ル
人
学
生
（
二
〇
・
〇
%
）
で
有
意
に
高
か
っ
た
（χ

2(1, N
=96)=53.82, 

p <.01
）。「
会
え
て
嬉
し
い
」
と
い
っ
た
記
述
は
日
本
人
学
生
で
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（
一
二
・
〇
%
）
で
み
ら
れ
た
（χ

2(1, 

N
=96)=8.80, p <.01

）。「
出
身
地
」の
記
述
は
、ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生（
四
〇
・
〇

%
）
よ
り
日
本
人
学
生
（
八
四
・
五
%
）
で
有
意
に
多
く
み
ら
れ
た
が
（χ

2(1, 
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N
=96)=18.55, p <.01

）、「
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
」
の
記
述
は
、
日
本
人

学
生
（
一
一
・
三
%
）
よ
り
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（
三
二
・
〇
%
）
で
有
意
に
多

く
み
ら
れ
た
（χ

2(1, N
=96)=5.72, p <.05

）。「
趣
味
・
特
技
」
へ
の
言
及

は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（
三
六
・
五
%
）
よ
り
日
本
人
学
生
（
七
六
・
一
%
）

に
お
い
て
有
意
に
多
か
っ
た
（χ

2(1, N
=96)=13.15, p <.01

）。「
現
在
の
学

校
・
仕
事
関
係
」
の
記
述
の
割
合
は
、
日
本
人
（
一
六
・
九
%
）
よ
り
ブ

ラ
ジ
ル
人
（
六
〇
・
〇
%
）
で
有
意
に
高
か
っ
た
（χ

2(1, N
=96)=17.00, p 

<.01

）。「
過
去
の
部
活
」
に
関
す
る
記
述
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
で
は
な

か
っ
た
が
、
日
本
人
学
生
で
は
二
割
強
（
二
一
・
一
%
）
み
ら
れ
た
（χ

2(1, 
N

=96)=6.26, p <.05

）。「
年
齢
」
の
記
述
は
日
本
人
学
生
（
五
・
六
%
）
で

は
少
な
か
っ
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
で
は
４
割
強
（
四
四
・
〇
%
）
み

ら
れ
た
（χ

2(1, N
=96)=20.64, p <.01

）。
日
本
で
の
定
番
の
文
言
と
い
え

る
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
い
う
記
述
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
で

は
な
か
っ
た
が
、
九
割
近
く
の
日
本
人
学
生
（
八
七
・
三
%
）
で
み
ら
れ

た
（χ

2(1, N
=96)=61.64, p <.01

）。「
聴
衆
に
年
齢
や
出
身
な
ど
を
尋
ね
る
」

記
述
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
（
四
四
・
四
%
）
で
の
み
み
ら
れ
た
（χ

2(1, 
N

=96)=35.28, p <.01

）。

な
お
、
有
意
差
が
な
か
っ
た
記
述
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、「
名
前
を
述
べ
る
」

（
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
一
人
を
除
く
全
員
、χ

2(1, N
=96)=2.87

）、「
初
め
ま
し
て
」

（
日
本
三
二
%
、ブ
ラ
ジ
ル
二
〇
%
、χ 2(1, N

=96)=1.38

）、「
あ
り
が
と
う
」（
日

本
一
・
四
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
四
・
〇
%
、χ

2(1, N
=96)=0.61

）、「
通
学
手
段
」（
日

本
二
・
八
％
、
ブ
ラ
ジ
ル
四
・
〇
％
、χ

2(1, N
=96)=0.09

）、「
過
去
の
学
校
・

仕
事
」（
日
本
一
六
・
九
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
二
四
・
〇
%
、χ 2(1, N

=96)=0.61

）、「
未

来
の
学
校
・
仕
事
」（
日
本
人
二
一
・
一
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
二
四
・
〇
%
、χ

2(1, 
N

=96)=0.09

）、「
現
在
の
部
活
」（
日
本
七
・
〇
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
〇
%
、χ

2(1, 
N

=96)=1.86

）、「
未
来
の
部
活
」（
日
本
一
一
・
三
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
〇
%
、χ

2(1, 

N
=96)=3.07

）、「
性
格
・
特
徴
」（
日
本
一
四
・
一
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
二
〇
・
〇

%
、χ 2(1, N

=96)=0.49

）、「
仲
良
く
し
て
く
だ
さ
い
、声
か
け
て
く
だ
さ
い
」

（
日
本
三
五
・
二
%
、
ブ
ラ
ジ
ル
二
〇
・
〇
%
、χ

2(1, N
=96)=1.99

）
で
あ
っ
た
。

同
じ
自
己
紹
介
と
い
っ
て
も
、
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
で
違
い
が
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
聴
衆
者
に
話
し
か
け
る
よ
う

な
語
り
（
聴
衆
者
へ
の
挨
拶
や
質
問
）
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
で
多
く
み
ら

れ
、「
出
身
地
」
や
「
過
去
の
部
活
」（
い
ず
れ
も
過
去
の
自
分
）、
趣
味
や

特
技
へ
の
言
及
は
日
本
人
学
生
で
多
く
、「
現
在
の
学
校
や
仕
事
関
係
」、

「
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
の
ほ
う
が

多
く
言
及
し
て
い
た
。
一
見
す
る
と
、
日
本
人
学
生
の
自
己
紹
介
の
内
容

は
、
日
本
の
履
歴
書
で
記
述
が
も
と
め
ら
れ
る
内
容
と
一
致
し
て
い
る
よ

う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
就
職
や
応
募
時
な
ど
に
も
と
め
ら
れ
る
、
履
歴
書

に
書
く
べ
き
内
容
に
、
文
化
的
差
異
が
み
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お

り
、
興
味
深
い
。
一
方
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
一
方
的
に
自
分
に
つ
い
て
語

る
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
聴
衆
に
質
問
を
投
げ
か
け
た
り
、
自
分
に
質
問

し
た
い
こ
と
を
き
く
よ
う
促
す
な
ど
、
よ
り
双
方
向
的
に
自
己
紹
介
が
行

わ
れ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
た
点
に
注
目
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
内

で
共
通
す
る
、
自
己
に
つ
い
て
の
語
り
の
パ
タ
ー
ン
が
見
出
さ
れ
た
と
は

い
え
、
調
査
後
に
若
干
よ
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
等
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ

も
そ
も
、
ク
ラ
ス
、
集
団
メ
ン
バ
ー
同
士
が
初
対
面
の
と
き
に
、
定
番
の

自
己
紹
介
を
行
う
と
い
う
習
慣
は
日
本
で
顕
著
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

自
己
を
語
る
と
な
っ
た
と
き
に
、
自
己
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
語
る
の
か

に
つ
い
て
は
、
他
の
課
題
で
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。以

上
、
三
種
類
の
調
査
結
果
を
紹
介
し
た
。
三
文
化
間
比
較
に
よ
り
、

相
違
ば
か
り
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
二
文
化
間
比
較
で
陥
り
や
す
い
二
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極
対
立
的
な
解
釈
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
複
数
の

要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
、
文
化
間
（
日
中
間
、
中
米
間
、
日
中
米
の
三
国
間

な
ど
）
で
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
こ
と
、
が
把
握
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
わ

か
る
。
三
つ
目
の
調
査
結
果
は
、
デ
ー
タ
数
が
少
な
い
上
、
調
査
内
容
が

非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
結
果
か
ら
だ
け
で
い
え
る
こ
と
は
少

な
い
が
、
従
来
、
ほ
と
ん
ど
比
較
対
象
と
し
て
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
の
学
生
間
の
差
や
共
通
す
る
部
分
を
少
し
で
も
示
唆

で
き
た
こ
と
は
、
今
後
の
文
化
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
参
考
資
料
と
な
る

だ
ろ
う
。
一
般
的
な
自
己
観
を
探
る
調
査
と
し
て
、「
二
十
の
私
」
テ
ス

ト
（
特
に
文
脈
を
設
定
せ
ず
に
対
象
者
に
「
私
は　
　
　
　
　
　
　
　

で
す
」

を
提
示
し
、　　
　
　
　
　
　
　

部
分
に
自
由
に
文
章
を
書
か
せ
る
課
題
）
が

複
数
の
文
化
圏
を
対
象
に
、
過
去
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
欧
米
人
よ
り

も
、
中
国
、
日
本
な
ど
東
ア
ジ
ア
圏
で
、
社
会
的
属
性
や
役
割
を
記
述
す

る
割
合
が
高
い
と
い
う
知
見( Triandis, M
cC

usker, &
 H

ui, 1990; B
ond &

 
C

heung, 1983

他)

が
知
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
、
将
来
の
自
己
記
述
の

調
査
や
自
己
紹
介
の
調
査
に
お
い
て
、
ま
さ
に
、
日
本
人
学
生
が
属
性
や

役
割
を
記
述
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
点
は
、
こ
の
過
去
の
知
見
に
共
通
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
同
じ
東
ア
ジ
ア
と
は
い
え
、
日
中
で
自
己
観
や
そ
の

表
出
法
が
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
も
、

前
述
の
二
調
査
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、「
自
己
に
つ
い
て
の
語
り
」
の
文

化
差
を
把
握
す
る
に
は
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
、
方
法
に
よ
り
、
多
く

の
文
化
圏
の
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

物
語
の
人
物
記
述
に
関
す
る
文
化
差
―
日
中
米
比
較
研
究
の
中
間
報
告

本
章
で
は
、
物
語
の
人
物
記
述
の
際
、
ど
の
よ
う
な
点
を
重
視
す
る
か

に
関
す
る
文
化
差
を
検
討
し
た
調
査
に
つ
い
て
、
方
法
も
含
め
詳
し
く
紹

介
す
る
。

上
原
・
東
は
初
期
の
調
査
分
析
で
（
上
原
・
東
、二
〇
〇
七
）、日
本
、中
国
、

米
国
の
学
生
を
対
象
に
、
物
語
の
主
人
公
に
関
す
る
情
報
で
重
視
す
る

項
目
を
評
定
さ
せ
た
後
、
偏
っ
た
評
定
項
目
を
除
い
て
因
子
分
析
を
行

い
3

、
三
国
間
で
共
通
す
る
因
子
構
造
（
三
因
子
：
「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
履

歴
書
」
因
子
、「
成
功
者
」
因
子
、「
近
親
者
と
の
関
係
」
因
子
）
を
見
出
し
、

因
子
得
点
に
よ
る
差
の
有
無
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、「
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
・
履
歴
書
」
因
子
得
点
は
日
本
に
お
い
て
中
国
・
米
国
よ
り
有
意
に

高
く
、「
成
功
者
」
因
子
得
点
は
日
本
・
中
国
が
米
国
よ
り
有
意
に
高
い

こ
と
を
見
出
し
た
。
各
項
目
レ
ベ
ル
の
分
析
で
も
、
日
本
の
学
生
は
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
的
な
情
報
を
重
視
し
、
中
国
の
学
生
は
、
皆
に
評
価
さ
れ

る
よ
う
な
前
向
き
な
人
物
像
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
見
出
し

て
い
る
。

そ
の
後
の
調
査
で
、
デ
ー
タ
数
が
非
常
に
少
な
か
っ
た
米
国
人
大
学
生

の
デ
ー
タ
を
多
数
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
分
析
法
を
見
直
し
、

新
た
な
分
析
を
行
っ
た
（
上
原
・
東
・C

rane

、
発
表
準
備
中
）。
そ
の
分
析

結
果
の
詳
細
を
、
調
査
方
法
と
あ
わ
せ
て
以
下
で
紹
介
す
る
。

調
査
で
は
、
日
本
人
大
学
生
二
三
五
人
（
男
子
学
生
一
〇
二
人
、
女
子

学
生
一
三
三
人
、
平
均
年
齢
一
九
・
七
歳
）、
中
国
人
大
学
生
八
一
人
（
男

子
学
生
四
〇
人
、
女
子
学
生
四
一
人
、
平
均
年
齢
二
〇
・
九
歳
）、
米
国
人

大
学
生
一
六
八
名
（
男
子
学
生
九
五
人
、
女
子
学
生
七
三
人
、
平
均
年
齢

一
九
・
〇
歳
）

4
を
対
象
に
、「
物
語
を
作
成
す
る
の
に
、
主
人
公
の
特
徴
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と
し
て
示
し
た
三
二
の
情
報
が
ど
れ
く
ら
い
重
要
だ
と
思
う
か
」
を
三

段
階
（
一
：
重
要
で
な
い
。
二
：
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
。
三
：
重
要
で
あ

る
。）
で
評
定
さ
せ
、
さ
ら
に
、
三
二
項
目
の
う
ち
物
語
作
成
の
た
め
に

特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
五
項
目
を
選
択
さ
せ
た
。
本
分
析
で
は
、
特

に
評
定
値
に
偏
り
の
あ
る
項
目
を
除
く
こ
と
は
せ
ず
、
そ
も
そ
も
三
国

間
で
因
子
構
造
自
体
が
異
な
る
可
能
性
を
想
定
し
、
三
国
の
デ
ー
タ
で

独
立
に
因
子
分
析
を
行
っ
た
（
主
因
子
法
、
ス
ク
リ
ー
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
り

因
子
数
を
決
定
（
各
因
子
の
固
有
値
は
い
ず
れ
も
１
よ
り
大
き
い
）、
プ
ロ

マ
ッ
ク
ス
回
転
）。
分
析
過
程
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
共
通
性
が
〇
・

一
六
，
因
子
負
荷
が
〇
・
三
五
に
満
た
な
い
項
目
を
削
除
し
、
因
子
負
荷

が
一
つ
の
因
子
に
つ
い
て
〇
・
三
五
以
上
で
、
か
つ
二
因
子
に
ま
た
が
っ

て
〇
・
三
五
以
上
の
負
荷
を
示
さ
な
い
項
目
を
各
国
デ
ー
タ
に
お
い
て

選
出
す
る
こ
と
に
し
た

5
。
最
終
的
に
、
日
本
デ
ー
タ
で
は
十
五
項
目
、

中
国
デ
ー
タ
で
は
十
三
項
目
、
米
国
デ
ー
タ
で
は
十
八
項
目
が
選
出
さ

れ
た
。

　

因
子
分
析
の
結
果
、
三
国
間
で
異
な
る
因
子
構
造
が
存
在
す
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
た
。
日
本
の
デ
ー
タ
か
ら
は
四
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
（
累

積
寄
与
率
五
二
%
、
表
１
参
照
）。
第
一
因
子
は
、
将
来
の
希
望
や
最
近
の

入
賞
、
最
近
の
精
神
状
況
や
部
屋
の
状
況
、
性
質
と
い
っ
た
項
目
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
、
現
在
の
自
分
に
関
わ
る
情
報
で
あ
る

た
め
「
現
在
の
自
分
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
二
因
子
は
、
生
い
立
ち

（
過
去
の
苦
労
や
仕
事
の
成
功
）、
性
格
、
結
婚
な
ど
、
第
一
因
子
と
似
通
っ

た
個
人
的
な
情
報
か
ら
な
る
が
、
第
一
因
子
の
情
報
よ
り
、
履
歴
書
や

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
内
容
で
あ
る
た
め
「
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
三
因
子
は
、
収
入
の
高
さ
、
充
分

な
貯
金
、
優
秀
な
学
業
成
績
と
い
っ
た
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
「
成
功
者
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
四
因
子
は
、
家
族
、
先
祖
に
関

す
る
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
「
親
類
と
の
関
係
」
因
子
と
命

名
し
た
。
四
つ
の
因
子
間
の
相
関
を
表
２
に
示
し
た
。
因
子
一
と
因
子

二
の
間
に
弱
い
正
の
相
関
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　

中
国
の
デ
ー
タ
か
ら
は
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
（
累
積
寄
与
率
四
八
％
、

表
３
参
照
）。
第
一
因
子
は
、
夫
の
高
い
収
入
、
充
分
な
貯
金
、
収
入
の

高
さ
、
若
い
外
見
、
結
婚
と
い
っ
た
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め

「
成
功
者
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
二
因
子
は
、
家
族
、
先
祖
、
近
所
づ

き
あ
い
、夫
と
の
仲
の
よ
さ
に
関
す
る
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
た
め
「
親

類
・
近
所
と
の
関
係
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
三
因
子
は
、
幼
少
期
の

表１：因子負荷（日本）

質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４

28.将来の希望は本を出版することである。 0.72 0.06 -0.11 -0.74

24.最近、エッセイコンテストで入賞した。 0.70 -0.06 -0.10 -0.07

23．きまじめである。 0.40 0.05 0.15 0.05

30.ときどきひどくふさぎこむ。 0.39 -0.11 0.20 0.05

11.掃除をあまりしないので部屋は散らかっている。 0.38 0.18 0.09 0.08

2．友だちに人気がある。 -0.17 0.70 -0.18 0.00

6.子どもの時父親が亡くなり経済的に苦労した。 0.17 0.50 -0.07 0.14

21.仕事で成功した。 -0.03 0.50 0.34 -0.12

5.人から注目されるのが好きである. 0.18 0.43 0.00 -0.06

8.結婚している。 0.00 0.39 -0.05 0.11

13.収入は同年齢の人の中では上位である。 -0.03 0.20 0.64 -0.05

31.充分な貯金を持っている。 -0.02 -0.16 0.62 0.02

19.学校の成績は上位であった。 0.08 -0.16 0.60 0.08

12.先祖の墓参りや法事は大切だと考える。 0.00 0.03 -0.02 0.81

16.お正月には家族が集まる必要があると考える。 -0.04 0.07 0.07 0.53

因子

表２：因子間の相関係数（日本）

因子 因子１ 因子２ 因子３ 因子４

因子１ 1.00

因子２ 0.31 1.00

因子３ 0.13 0.17 1.00

因子４ 0.20 0.00 0.12 1.00
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苦
労
に
関
す
る
項
目
も
含
む
が
、
仕
事
内
容
に
関
わ
っ
て
い
る
た
め
「
仕

事
」
因
子
と
命
名
し
た
。
三
つ
の
因
子
間
の
相
関
を
表
４
に
示
し
た
。
米

国
の
デ
ー
タ
か
ら
も
三
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
因
子
数
は
中
国
と
共
通

す
る
が
、
そ
の
内
容
は
む
し
ろ
日
本
の
構
造
に
似
て
い
た
（
累
積
寄
与
率

四
五
％
、
表
５
参
照
）。
第
一
因
子
は
、
結
婚
、
趣
味
、
最
近
の
精
神
状
況
、

性
質
、
生
い
立
ち
な
ど
の
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
た
め
「
履
歴
書
・
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
二
因
子
は
、
収
入
の
高
さ
、
充
分
な

貯
金
、
若
い
外
見
、
夫
の
高
い
収
入
、
優
秀
な
学
業
成
績
に
関
す
る
項
目

か
ら
成
る
た
め
、「
成
功
者
」
因
子
と
命
名
し
た
。
第
三
因
子
は
、
夫
と

の
仲
の
よ
さ
、
家
族
、
近
所
づ
き
あ
い
、
生
き
方
や
将
来
へ
の
希
望
に
関

す
る
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
た
め
、「
親
類
・
近
所
と
の
関
係
や
生
き
方
」

因
子
と
命
名
し
た
。
三
つ
の
因
子
間
の
相
関
を
表
６
に
示
し
た
。
因
子
一

と
因
子
二
の
間
、
因
子
二
と
因
子
三
の
間
に
、
弱
い
正
の
相
関
関
係
が
み

と
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
因
子
分
析
結
果
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
か
。
見
出
さ
れ
た
因
子

自
体
は
、
三
国
間
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
成
功
者
」

因
子
と
「
親
類
（
近
所
）
と
の
関
係
」
因
子
は
、
構
成
す
る
項
目
内
容
が

少
し
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、三
国
で
共
通
し
て
抽
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、

物
語
の
主
人
公
に
関
す
る
情
報
を
評
価
す
る
際
の
視
点
が
、
三
国
間
で
若

干
の
違
い
が
あ
る
可
能
性
も
読
み
取
れ
る
。
中
国
に
お
い
て
の
み
、日
本
・

米
国
と
異
な
り
、「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
履
歴
書
」
に
関
わ
る
情
報
が
因
子

と
し
て
抽
出
さ
れ
ず
、「
仕
事
」
因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

情
報
、
日
常
的
な
情
報
と
い
っ
た
視
点
が
希
薄
な
可
能
性
が
高
い
。
日
本

で
は
、
第
一
因
子
、
第
二
因
子
の
い
ず
れ
も
が
「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
履
歴

書
」
に
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
情
報
で
あ
り
、
米
国
で
は
、
親
類
、
近
所

と
の
つ
き
あ
い
に
関
す
る
項
目
と
生
き
る
姿
勢
に
関
す
る
項
目
が
一
緒

に
第
三
因
子
を
形
成
し
て
い
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。

　

実
際
に
ど
の
よ
う
な
項
目
が
各
国
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
か
詳
細
を

検
討
す
る
た
め
、
三
二
項
目
そ
れ
ぞ
れ
の
三
国
で
の
評
定
の
さ
れ
方
と
、

三
二
項
目
の
う
ち
物
語
作
成
の
た
め
に
特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
五
項

目
を
選
択
さ
せ
た
結
果
に
つ
い
て
順
に
み
て
い
く
。

　

ま
ず
、
三
二
項
目
に
対
す
る
評
定
結
果
で
あ
る
が
、
各
国
で
の
項
目

ご
と
の
評
定
の
比
率
と
有
意
差
に
つ
い
て
記
し
た
表
７
に
あ
る
と
お
り
、

項
目
七
、一
八
、二
〇
、二
一
、二
九
の
五
項
目
を
除
く
二
七
項
目
で
、
評

定
の
仕
方
に
国
間
で
有
意
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
で
は
、
項

表３：因子負荷（中国）

質問項目 因子１ 因子２ 因子３

15.夫には充分な収入がある。 0.74 0.06 -0.11

13.収入は同年齢の人の中では上位である。 0.70 0.09 -0.16

31.充分な貯金を持っている。 0.67 -0.12 0.31

14.実際の年齢より若く見える。 0.63 -0.04 0.10

8.結婚している。 0.46 -0.16 -0.22

16.お正月には家族が集まる必要があると考える。 -0.01 0.69 -0.23

12.先祖の墓参りや法事は大切だと考える。 -0.13 0.42 0.23

20.近所づきあいを大切にしている。 -0.06 0.42 0.21

18.夫と仲がよい。 0.27 0.40 -0.08

21.仕事で成功した。 0.18 0.30 0.58

9.IT関連の仕事にたずさわっている。 0.05 -0.18 0.41

28.将来の希望は本を出版することである。 -0.19 0.14 0.38

6.子どもの時父親が亡くなり経済的に苦労した。 -0.17 0.05 0.33

因子

表４：因子間の相関係数（中国）

因子 因子１ 因子２ 因子３

因子１ 1.00

因子２ 0.18 1.00

因子３ 0.15 -0.18 1.00
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目
四
（
絵
を
描
く
の
が
趣
味
）、
項
目
五
（
人
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
好
き
）、

項
目
八
（
結
婚
し
て
い
る
）、
項
目
一
一
（
掃
除
を
あ
ま
り
し
な
い
の
で
部
屋
が

散
ら
か
っ
て
い
る
）、
項
目
一
三
（
収
入
が
同
年
齢
の
中
で
は
上
位
で
あ
る
）、
項

目
二
二
（
小
型
の
犬
を
飼
っ
て
い
る
）、
項
目
二
四
（
最
近
、
エ
ッ
セ
イ
コ
ン

テ
ス
ト
で
入
賞
し
た
）、
項
目
二
七
（
夫
は
高
校
の
同
級
生
だ
っ
た
）、
項
目

二
八
（
将
来
の
希
望
は
本
の
出
版
）、
項
目
三
〇
（
と
き
ど
き
ひ
ど
く
ふ
さ
ぎ

こ
む
）
な
ど
、
趣
味
や
性
質
な
ど
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
情
報
や
、
よ
り
日

常
的
な
内
容
が
、
中
国
、
米
国
よ
り
有
意
に
重
視
さ
れ
た
が
、
米
国
で
は
、

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
情
報
は
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
（
項

目
一
一
、
項
目
一
五
、
項
目
二
二
、
項
目
二
四
、
項
目
二
七
の
評
定
は
有
意
に

低
か
っ
た
）。
一
部
の
個
人
的
情
報
、
例
え
ば
、
項
目
九
（
I
T
関
連
の
仕

事
に
た
ず
さ
わ
る
）、
項
目
一
四
（
実
際
の
年
齢
よ
り
若
く
み
え
る
）、
項
目

一
五
（
夫
に
は
充
分
な
収
入
が
あ
る
）、
項
目
一
九
（
学
校
の
成
績
は
上

位
で
あ
っ
た
）、
項
目
三
一
（
充
分
な
貯
金
を
持
っ
て
い
る
）
は
、
日
本
と

中
国
で
と
も
に
、
米
国
よ
り
も
有
意
に
重
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
的
情
報
の
重
要
度
評
定
は
、
中
国
は
、
日
本
と
米
国
の
中
間
に

あ
る
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
が
、
性
質
や
日
常
的
な
内
容
は
中
国
で
の

評
定
は
米
国
と
同
様
に
低
い
た
め
、
因
子
分
析
結
果
と
あ
わ
せ
て
考
慮
す

る
と
、
個
人
的
情
報
の
と
ら
え
方
が
日
本
と
中
国
で
質
的
に
異
な
る
可
能

性
は
高
い
。
な
お
、
項
目
二
六
（
平
凡
に
暮
ら
す
の
が
よ
い
と
思
っ
て
い
る
）

は
日
本
で
有
意
に
評
定
が
高
く
、
米
国
で
有
意
に
評
定
が
低
か
っ
た
点
も

興
味
深
い
。

表５：因子負荷（米国）

質問項目 因子１ 因子２ 因子３

8.結婚している。 0.70 -0.02 0.19

30.ときどきひどくふさぎこむ。 0.63 -0.11 -0.12

4.絵を書くのが趣味である。 0.57 -0.07 -0.01

23.きまじめである。 0.56 -0.07 -0.14

5.人から注目されるのが好きである 0.50 0.17 -0.11

9.IT関連の仕事にたずさわっている。 0.49 0.09 0.06

6.子どもの時父親が亡くなり経済的に苦労した。 0.47 0.04 -0.15

27.夫は高校の同級生だった。 0.41 0.07 0.15

13.収入は同年齢の人の中では上位である 0.09 0.70 -0.12

31.充分な貯金を持っている -0.04 0.58 0.10

14.実際の年齢より若く見える 0.03 0.57 -0.14

15.夫には充分な収入がある 0.11 0.56 0.12

19.学校の成績は上位であった -0.16 0.46 0.07

18.夫と仲がよい。 0.33 -0.11 0.64

16.お正月には家族が集まる必要があると考える。 -0.00 0.18 0.61

20.近所づきあいを大切にする。 -0.16 -0.14 0.53

29.一生懸命していれば、いつかいいことがある。 -0.04 0.01 0.48

25.将来に希望をもっている。 -0.27 0.09 0.45

因子

表６：因子間の相関係数（米国）

因子 因子１ 因子２ 因子３

因子１ 1.00

因子２ 0.33 1.00

因子３ 0.05 0.28 1.00

表７：３２項目に対する評定の比率

（1：重要ではない、2：どちらともいえない、3：重要である）

項目内容　　　　　評定値
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.健康に注意している 31.9%* 37.9% 30.2% 7.4%** 30.9%* 61.7%** 27.1% 51.2%** 19%** 52.6**

2.友だちに人気がある 13.2% 20.4%** 66.4%** 3.7%** 17.3%* 79.0%** 18.5%* 45.2%** 36.3%** 56.9**

3.毎晩その日の仕事の反省をする 33.2%* 30.2%** 36.6% 27.2% 35.8% 37.0% 22.0%* 44.0%** 33.9% 9.8*

4.絵を描くのが趣味である 24.7%** 27.7% 47.7%** 48.1%* 32.1% 19.8%** 51.8%** 32.7% 15.5%** 58.9**

5.人から注目されるのが好き 20.4%** 23.8%** 55.7%** 30.9% 40.7%* 28.4%* 39.3%** 36.3% 24.4%** 47.5**

6.子どもの時父を亡くし経済的に苦労 18.3%* 17.4%** 64.3%** 38.3%** 32.1% 29.6%** 20.8% 37.5%** 41.7%** 45.0**

7.先週俳優にレストランでサインもらう 69.4% 19.1% 11.5% 77.8% 21.0% 1.2% 74.4% 17.9% 7.7% 8.6

8.結婚している 14.5%** 23.8%** 61.7%** 30.9% 33.3% 35.8%* 33.3%** 38.1%** 28.6%** 49.2**

9.IT関連の仕事にたずさわる 34.5%** 36.6% 28.9%** 37.0% 37.0% 25.6% 51.8%** 33.9% 14.3%** 17.1**

10.数人の親友がいる 8.5% 24.3%* 67.2%** 8.6% 18.5%* 72.8%* 11.9% 40.5%** 47.6%** 22.1**

11.掃除をあまりせず部屋は散らかって 26.0%** 36.2% 37.9%** 35.8% 38.3% 25.9% 50.6%** 38.1% 11.3%** 42.5**

12.先祖のお墓参りや法事は大切 40.4% 30.2% 29.4% 53.1%** 33.3% 13.6%** 28.0%** 39.3% 32.7% 19.5**

13.収入は同年齢の人の中で上位 23.8% 32.3%** 43.8%** 19.8% 51.9%* 28.4% 32.1%* 42.9% 25.0%** 21.9**

14.実際の年齢より若くみえる 19.6%* 29.8%* 50.6%** 17.3% 34.6% 48.1% 34.5%** 40.5%* 25.0%** 30.9**

15.夫には充分な収入がある 24.3%** 42.6% 33.2%** 37.0% 37.0% 25.9% 48.8%** 41.7% 9.5%** 40.8**

16.お正月には家族が集まる必要がある 38.3%** 33.6% 28.1%** 12.3% 32.1% 55.6%** 23.2% 39.9% 36.9% 31.1**

17.しっかり目標をたて人生を自分で開く 6.8% 17.4% 75.7% 2.5% 12.3% 85.2%* 5.4% 25.6%* 69.0%* 9.8*

18.夫と仲がよい 12.3% 21.7% 66.0% 9.9% 24.7% 65.4% 13.1% 25.0% 61.9% 1.3

19.学校の成績は上位であった 37.9% 34.9% 27.2%** 28.4%** 49.4%* 22.2% 51.8%** 33.9% 14.3%** 20.0**

20.近所づきあいを大切にしている 23.4% 37.0% 39.6% 14.8% 44.4% 40.7% 19.0% 47.6% 33.3% 6.5

21.仕事で成功した 14.0% 25.5% 60.4% 4.9% 34.6% 60.5% 7.7% 32.7% 59.5% 9.1

22.小型の犬を飼っている 36.6%** 30.6%* 32.8%** 58.0% 23.5% 18.5% 73.8%** 19.6%* 6.5%** 62.8**

23.きまじめである 14.5%** 31.1% 54.5%** 1.2%** 29.6% 69.1%** 41.1%** 35.1% 23.8%** 82.4**

24.最近エッセイコンテストで入賞 40.4**% 31.9% 27.7%** 49.4% 39.5%* 11.1% 76.2%** 19.0%** 4.8%** 65.4**

25.将来に希望をもっている 10.2%* 18.3%* 71.5% 1.2%* 12.3%* 86.4%** 7.1% 34.5%** 58.3%** 28.9**

26.平凡に暮らすのがよいと思っている 19.6%* 32.8%* 47.7%** 19.8% 44.4% 35.8% 32.7%** 42.9% 24.4%** 25.6**

27.夫は高校の同級生だった 42.6%** 30.6% 26.8%** 51.9% 33.3% 14.8% 56.0%* 36.3% 7.7%** 25.0**

28.将来の希望は本の出版 26.4% 28.9%** 44.7%** 32.1% 45.7% 22.2%* 29.2% 48.8%** 22.0%** 30.7**

29.一生懸命していればいつかいいことが11.1% 24.7% 64.3% 9.9% 22.2% 67.9% 7.7% 29.2% 63.1% 2.6

30.ときどきひどくふさぎこむ 11.5%** 24.3%** 64.3%** 12.3% 43.2%** 44.4% 26.2%** 34.5% 39.3%** 34.6**

31.充分な貯金を持っている 34.5% 37.0%* 28.5%* 33.3% 38.3% 28.4% 32.1% 53.0%** 14.9%** 15.0**

32.くじで１０万円あたった 67.2% 20.4% 12.3% 79.0%* 17.3% 3.7%* 61.3%* 29.8%* 8.9% 12.5*

*χ2値、残差分析において、p < .05は*、p < .01は**

日本 中国 米国

χ2値
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中
国
に
お
い
て
、
項
目
一
（
健
康
に
注
意
し
て
い
る
）、
項
目
二
（
友
だ

ち
に
人
気
が
あ
る
）（
米
国
が
一
番
有
意
に
低
い
）、
項
目
一
〇
（
数
人
の
親

友
が
い
る
）（
米
国
が
一
番
有
意
に
低
い
）、
項
目
一
六
（
お
正
月
に
は
家
族

が
集
ま
る
必
要
が
あ
る
）（
日
本
が
一
番
有
意
に
低
い
）、
項
目
一
七
（
し
っ

か
り
目
標
を
た
て
て
、
人
生
を
自
分
で
き
り
ひ
ら
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
）、
項
目
二
三
（
き
ま
じ
め
で
あ
る
）（
米
国
が
一
番
有
意
に
低
い
）、
項
目

二
五（
将
来
に
希
望
を
も
っ
て
い
る
）（
米
国
が
一
番
有
意
に
低
い
）と
い
っ
た
、

人
間
関
係
を
大
切
に
し
て
積
極
的
に
生
き
る
姿
勢
に
関
わ
る
項
目
の
評

定
値
が
、
有
意
に
日
本
、
米
国
よ
り
高
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
項

目
一
二（
先
祖
の
墓
参
り
や
法
事
は
大
切
で
あ
る
と
の
考
え
）が
中
国
で
日
本
、

米
国
よ
り
有
意
に
評
定
が
低
か
っ
た
点（
日
本
と
米
国
で
は
同
程
度
に
評
定
）

は
注
目
に
値
す
る
。

　

米
国
に
お
い
て
の
み
、
日
本
、
中
国
よ
り
有
意
に
重
視
さ
れ
て
い
る
項

目
は
な
か
っ
た
。
日
本
、
中
国
よ
り
有
意
に
評
定
が
低
か
っ
た
項
目
と
し

て
、
友
だ
ち
づ
き
あ
い
や
夫
の
個
人
情
報
に
関
す
る
項
目
（
項
目
二
、
項

目
一
〇
、
項
目
一
五
、
項
目
二
七
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
項
目
九
（
I
T

関
連
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
）、
項
目
二
三
（
き
ま
じ
め
で
あ
る
）、
項
目

三
一
（
充
分
な
貯
金
を
持
っ
て
い
る
）
も
有
意
に
日
本
、
中
国
よ
り
評
定
が

低
か
っ
た
。
項
目
六
（
子
ど
も
の
時
父
を
亡
く
し
経
済
的
に
苦
労
し
た
）
は

日
本
に
つ
い
で
米
国
が
、中
国
よ
り
評
定
が
有
意
に
高
く
、項
目
一
六
（
お

正
月
に
は
家
族
が
集
ま
る
必
要
が
あ
る
）
が
日
本
と
中
国
の
中
間
の
評
定
で

あ
っ
た
。

　

次
に
、
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
五
項
目
の
選
択
結
果
に
つ
い
て
み
て
い

く
。
項
目
ご
と
に
、
選
択
数
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
対
象
者
数
で
割
っ
て
も

と
め
た
比
率
を
図
１
に
表
し
た
。
前
の
項
目
ご
と
の
評
定
結
果
で
は
、
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
的
、
日
常
的
情
報
の
評
定
値
が
日
本
に
お
い
て
ど
れ
も
高
い

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
選
択
数

が
５
個
と
限
ら
れ
、
選
択
が

分
散
さ
れ
た
た
め
か
、
日
本

で
中
国
、
米
国
よ
り
目
立
っ

て
高
く
選
択
さ
れ
て
い
る
項

目
は
少
な
か
っ
た
。
項
目
八

（
結
婚
し
て
い
る
）
は
日
本
で

中
国
・
米
国
よ
り
突
出
し
て

高
く
選
択
さ
れ
て
い
た
（χ

2(2, 
N

=484)=25.80, p <.01

）。ほ
か
、

日
本
で
の
選
択
率
も
決
し
て

高
く
な
い
と
は
い
え
、
中
国
、

米
国
よ
り
有
意
に
高
く
選
択

さ
れ
て
い
た
の
は
、
項
目
四

（
絵
を
描
く
の
が
趣
味
）（χ

2(2, 
N

=484) =7.39, p <.05

）、

項

目
二
四
（
最
近
、
エ
ッ
セ
イ
コ

ン
テ
ス
ト
で
入
賞
し
た
）（χ

2(2, 
N

=484)=13.30, p <.01

）、

項

目
二
八
（
将
来
の
希
望
は
本
の

出
版
）（χ

2(2, N
=484)=20.11, p 

<.01

）
で
あ
っ
た
。
項
目
一
六

（
お
正
月
に
は
家
族
が
集
ま
る

必
要
が
あ
る
）
は
、
項
目
ご

と
の
評
定
と
同
様
に
、
日
本

で
中
国
、
米
国
よ
り
有
意
に
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低
く
選
択
さ
れ
て
い
た
（χ

2(2, N
=484)=26.50, p <.01

）。

　

中
国
で
は
、
項
目
ご
と
の
評
定
結
果
と
類
似
し
た
傾
向
が
五
項
目
の
選

択
行
動
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。
日
本
、
米
国
よ
り
、
項
目
一
（
健
康
に

注
意
し
て
い
る
）（χ

2(2, N
=484)=57.34, p <.01

）、
項
目
二
（
友
だ
ち
に
人

気
が
あ
る
）（χ

2(2, N
=484)=16.09, p <.01

）、
項
目
一
七
（
し
っ
か
り
目
標

を
た
て
て
、
人
生
を
自
分
で
き
り
ひ
ら
い
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
）（χ

2(2, 
N

=484)=12.30, p <.01

）、
項
目
二
五
（
将
来
に
希
望
を
も
っ
て
い
る
）（χ

2(2, 
N

=484)=19.21, p <.01
、
日
本
の
選
択
率
が
有
意
に
一
番
低
か
っ
た
）
が
有
意

に
高
く
選
択
さ
れ
て
い
た
。

前
述
の
項
目
ご
と
の
評
定
結
果
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
米
国
で
の
特

徴
が
、
五
項
目
の
選
択
の
仕
方
で
は
示
さ
れ
た
。
日
本
、
中
国
で
も
比
較

高
い
選
択
率
で
あ
っ
た
が
、
日
本
、
中
国
よ
り
米
国
で
有
意
に
高
く
選

択
さ
れ
た
の
は
項
目
二
九
（
一
生
懸
命
し
て
い
れ
ば
い
つ
か
い
い
こ
と
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
）（χ

2(2, N
=484)=7.39, p <.05

）
で
あ
っ
た
。
米
国
で
の

選
択
率
も
高
く
は
な
い
と
は
い
え
、
日
本
、
中
国
よ
り
有
意
に
高
く
選
択

さ
れ
て
い
た
の
は
、
項
目
三
（
毎
晩
そ
の
日
の
仕
事
の
反
省
を
す
る
）（χ

2(2, 
N

=484)=7.39, p <.05

）
で
あ
っ
た
。
日
本
と
同
様
に
米
国
で
、
中
国
よ
り

有
意
に
高
く
選
択
さ
れ
て
い
た
の
は
、
項
目
六
（
子
ど
も
の
時
父
を
亡
く

し
経
済
的
に
苦
労
し
た
）（χ
2(2, N

=484)=12.04, p <.01

）
と
項
目
三
〇
（
と

き
ど
き
ひ
ど
く
ふ
さ
ぎ
こ
む
）（χ

2(2, N
=484)=14.23, p <.01

）
で
あ
っ
た
。

一
方
、
中
国
と
同
様
に
米
国
で
、
日
本
よ
り
有
意
に
高
く
選
択
さ
れ
て
い

た
の
は
、
項
目
二
一
（
仕
事
で
成
功
し
た
）（χ

2(2, N
=484)=7.21, p <.01

）

で
あ
っ
た
。

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
物
語
作
成
の
際
に
、
日
本
、
中
国
、
米

国
の
学
生
が
重
視
す
る
主
人
公
の
特
徴
に
、
国
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
類
似
点

や
違
い
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
趣
味
や
性
質
、

履
歴
な
ど
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
情
報
や
日
常
的
な
内
容
を
重
視
す
る
傾

向
が
強
い
が
、
米
国
に
お
い
て
は
、
逆
に
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
な
個
人
情

報
は
ほ
ぼ
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
し
米
国
に
お
い
て
、

日
本
と
同
様
に
「
子
ど
も
の
時
父
を
亡
く
し
経
済
的
に
苦
労
し
た
」「
と

き
ど
き
ひ
ど
く
ふ
さ
ぎ
こ
む
」
と
い
っ
た
内
容
は
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ

り
、
ほ
か
、「
毎
晩
仕
事
を
反
省
す
る
」「
一
生
懸
命
し
て
い
れ
ば
い
つ
か

い
い
こ
と
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
が
少
し
重
視
の
度
合
い
が
高
い
傾
向

に
あ
っ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、「
絵
を
描
く
の
が

趣
味
」
と
「
将
来
の
希
望
は
本
の
出
版
」
は
米
国
と
同
様
に
評
定
が
低
い

も
の
の
、
一
部
の
個
人
的
情
報
は
日
本
と
同
様
に
重
視
し
、
他
の
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
的
情
報
の
多
く
は
、
日
本
と
米
国
の
中
間
的
な
評
定
値
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
な
情
報
は
、
日
本
や
米
国
と

は
異
な
り
、
中
国
で
は
ひ
と
く
く
り
の
内
容
と
し
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い

な
い
可
能
性
が
示
さ
れ
て
お
り
（
日
本
と
米
国
で
は
因
子
と
し
て
抽
出
さ
れ

た
が
中
国
で
は
抽
出
さ
れ
な
か
っ
た
）、
単
純
に
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
的
情
報

の
と
ら
え
方
が
、
日
本
と
米
国
の
中
間
と
は
い
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
中
国
で
は
、
日
本
や
米
国
と
異
な
り
、
友
人
や
家
族
と
の

関
係
性
、
積
極
的
に
生
き
る
姿
勢
に
関
わ
る
項
目
を
重
視
す
る
傾
向
が
強

か
っ
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
日
本
、
中
国
、
米

国
の
反
応
の
違
い
や
類
似
度
が
一
次
元
的
に
表
現
で
き
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
、
ま
た
、
従
来
多
く
の
分
野
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ

て
き
た
、「
西
洋
v
s
東
洋
」
と
い
う
枠
組
み
で
今
回
の
結
果
を
単
純
に

は
解
釈
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
部
の
項
目
で
、
日
本
と
中
国
で
顕

著
に
異
な
る
特
徴
も
示
さ
れ
て
い
る
。
項
目
レ
ベ
ル
の
評
定
値
に
基
づ
き

一
見
す
る
と
、
特
に
個
人
的
情
報
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
米

国
の
間
に
中
国
が
位
置
す
る
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
が
、
他
の
側
面
や



43

———　ことばと空間　———

五
項
目
の
選
択
結
果
、
因
子
分
析
結
果
を
み
る
と
、
日
本
と
中
国
か
ら
、

際
立
っ
て
米
国
が
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
結
果
で
は
決
し
て
な
い
。
こ

の
結
果
は
、
文
化
差
を
論
じ
る
と
き
、
多
様
な
視
点
か
ら
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
調
査
結
果
か
ら
、
日
本
、
中
国
、
米
国
の
文
化
差
を
結

論
づ
け
る
の
は
尚
早
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
吟
味
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、

原
案
が
日
本
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
、
翻
訳
に
際
す
る
項
目
内
容
の
妥
当
性

な
ど
の
確
認
作
業
は
、
米
国
研
究
者
（
一
名
）
と
も
行
っ
た
が
、
中
国
研

究
者
（
五
名
）
と
の
方
が
時
間
を
か
け
て
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
設
定
し
た

項
目
自
体
が
日
本
の
特
徴
を
反
映
し
た
も
の
に
な
り
、
米
国
で
重
視
さ
れ

や
す
い
項
目
が
入
ら
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
項
目
自

体
の
改
良
と
、
他
の
国
も
含
め
た
デ
ー
タ
の
蓄
積
に
よ
り
、
物
語
る
こ
と

に
関
す
る
文
化
差
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
に
、
自
己
に
つ
い
て
の
語
り
の
調
査
と
し
て
紹
介

し
た
、
日
本
、
中
国
、
米
国
の
比
較
研
究
結
果
と
は
、
ま
た
異
な
る
三
国

の
特
徴
も
示
さ
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
。
先
に
紹
介
し
た
、
自
己
紹
介
の

デ
ー
タ
で
、
日
本
の
学
生
が
自
己
紹
介
の
と
き
、
過
去
の
部
活
動
や
、
趣

味
を
述
べ
る
割
合
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
学
生
よ
り
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、
主
人
公
に
関
す
る
情
報
で
も
、
中
国
、
米
国
よ
り
、
趣
味
を
含
む

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
情
報
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
こ
の

よ
う
な
情
報
を
重
視
す
る
（
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
情
報
に
注
意
を
向
け
る
）

ラ
イ
フ
・
ス
ク
リ
プ
ト
が
日
本
人
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

ど
の
よ
う
な
物
語
・
主
人
公
に
興
味
や
共
感
を
覚
え
る
か
？
―
日
米
差

に
関
す
る
予
備
的
検
討

直
前
に
紹
介
し
た
調
査
は
、
物
語
作
成
の
際
に
主
人
公
の
ど
の
よ
う
な

側
面
を
重
視
す
る
か
に
焦
点
を
お
い
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う

な
物
語
を
好
む
か
に
焦
点
を
お
い
て
実
施
し
た
、
日
本
と
米
国
の
比
較
調

査
の
中
間
報
告
（
上
原
・
東
・Crane

、
発
表
準
備
中
）
を
紹
介
し
た
い
。

こ
の
調
査
で
は
、
日
本
人
大
学
生
一
二
七
人
（
男
子
学
生
二
九
人
、
女
子

学
生
九
六
人
、
性
別
不
明
二
人
、
平
均
年
齢
一
八
・
七
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
三

歳
）
と
米
国
人
大
学
生
一
〇
九
人
（
男
子
学
生
六
三
人
、
女
子
学
生
四
六
人
、

平
均
年
齢
一
九
・
一
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
七
歳
）
を
対
象
に
質
問
紙
課
題
を

行
っ
た

6
。
男
女
別
の
人
数
等
の
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
日
本

と
米
国
あ
わ
せ
た
（
以
下
日
米
と
称
す
る
）
男
子
学
生
は
九
二
人
（
平
均

年
齢
一
九
・
〇
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
一
歳
）、
日
米
女
子
大
学
生
は
一
四
二

人
（
平
均
年
齢
一
八
・
八
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
九
歳
）、
日
本
人
男
子
大
学
生

は
二
九
人
（
平
均
年
齢
一
八
・
九
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
二
歳
）、
米
国
人
男
子

大
学
生
は
六
三
人
（
平
均
年
齢
一
九
・
〇
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
一
歳
）、
日

本
人
女
子
大
学
生
は
九
六
人
（
平
均
年
齢
一
八
・
七
歳
、
標
準
偏
差
〇
・
八
三

歳
）、米
国
人
女
子
大
学
生
は
四
六
人
（
平
均
年
齢
一
九
・
一
歳
、標
準
偏
差
〇
・

九
四
歳
）
で
あ
っ
た
。

質
問
紙
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
パ
タ
ー
ン
が
異
な
る
４
つ
の
物
語
の
概
要

が
四
、五
行
で
記
さ
れ
て
お
り
、
最
初
に
、
そ
の
四
つ
の
物
語
に
対
し
て

興
味
が
感
じ
ら
れ
る
順
に
１
、２
、３
、４
と
順
位
づ
け
、
次
に
、
そ
の
同

じ
四
つ
の
物
語
に
対
し
て
共
感
で
き
る
順
に
１
、２
、３
、４
と
順
位
づ
け

る
よ
う
対
象
者
は
教
示
さ
れ
た
。
四
つ
の
物
語
の
概
要
は
（
文
言
を
少
し

省
略
）、
①
主
人
公
（
女
性
）
が
両
親
を
早
く
に
亡
く
し
精
神
的
に
も
経
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済
的
に
も
つ
ら
い
幼
少
期
を
過
ご
し
た
が
、
必
死
に
勉
強
し
て
エ
リ
ー
ト

大
学
に
入
り
、
卒
業
後
は
大
学
の
先
輩
と
の
結
婚
、
有
名
企
業
で
の
仕
事

経
験
を
経
て
、
夫
と
興
し
た
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
を
お
さ
め
大
邸
宅

に
住
ん
で
い
る
。
②
主
人
公
（
女
性
）
は
、
小
さ
い
頃
、
花
屋
さ
ん
に
な

り
た
い
と
思
い
な
が
ら
平
凡
な
生
活
を
お
く
り
、
ピ
ア
ノ
が
得
意
で
よ
く

演
奏
し
て
い
た
。
大
学
卒
業
後
は
仕
事
に
つ
い
た
が
出
世
は
考
え
て
お
ら

ず
、
仕
事
後
に
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
や
料
理
教
室
に
通
い
、
い
つ
か
い
い
人
と

出
会
い
の
ん
び
り
と
彼
と
子
ど
も
と
暮
ら
せ
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
③
主

人
公
（
女
性
）
は
、
大
学
卒
業
後
、
小
さ
な
印
刷
会
社
に
就
職
し
５
年

勤
め
た
頃
結
婚
し
、
出
産
を
機
に
退
職
。
夫
と
は
友
人
の
紹
介
で
知
り

合
い
、
夫
は
銀
行
の
支
店
長
で
あ
る
。
子
ど
も
の
手
が
か
か
ら
な
く
な

り
、
家
族
に
内
緒
で
、
夜
中
に
ワ
ー
プ
ロ
で
執
筆
を
続
け
、
昨
日
、
密

か
に
エ
ッ
セ
イ
・
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
た
。
④
主
人
公
（
女
性
）
は
、

広
告
業
界
で
十
年
間
ば
り
ば
り
と
仕
事
し
て
い
た
が
結
婚
を
機
に
退

職
。
著
名
な
弁
護
士
の
夫
、
子
ど
も
、
犬
と
邸
宅
に
暮
ら
し
よ
く
ホ
ー

ム
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
て
い
た
が
、
夫
の
借
金
で
離
婚
。
そ
の
後
、
子
ど

も
が
病
に
か
か
り
治
療
代
の
た
め
昼
夜
働
く
生
活
と
な
っ
た
が
、
す
べ

て
が
よ
い
方
向
に
向
か
う
と
信
じ
て
い
る
。
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
日
本
と
米
国
の
デ
ー
タ
を
別
に
し
て
、
興
味
の
順
位
づ
け
に
つ

い
て
、
四
つ
の
物
語
間
で
有
意
な
差
が
あ
る
か
検
討
し
た
と
こ
ろ
（
平
均

順
位
と
有
意
差
の
結
果
の
詳
細
は
表
８
を
参
照
）、
日
本
、
米
国
で
と
も
に
、

有
意
差
が
み
と
め
ら
れ
た
（
フ
リ
ー
ド
マ
ン
検
定
、日
本
：χ

2=18.8

、米
国
：

χ
2=27.6, p <.05

）。多
重
比
較（
ボ
ン
フ
ェ
ロ
ー
ニ
）を
行
っ
た
と
こ
ろ
、日
本
、

米
国
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
物
語
②
は
、
有
意
に
他
の
三
つ
の
物
語
よ
り

興
味
の
度
合
い
は
低
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
が
、
①
③
④
の
物
語
間
の
興

味
の
度
合
い
に
有
意
差
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
共
感
の
度

合
い
の
順
位
づ
け
に
つ
い
て
、
各
国
で
四
つ
の
物
語
間
で
検
討
し
た
と
こ
ろ

（
平
均
順
位
と
有
意
差
の
結
果
の
詳
細
は
表
９
を
参
照
）、
有
意
差
が
み
と
め

ら
れ
た
（
フ
リ
ー
ド
マ
ン
検
定
、日
本
：χ

2=68.8

、米
国
：χ

2=84.4, p <.05

）。

多
重
比
較
（
ボ
ン
フ
ェ
ロ
ー
ニ
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、日
本
で
は
、物
語
②
、

③
い
ず
れ
も
が
、
物
語
④
、
①
よ
り
も
共
感
の
度
合
い
が
有
意
に
高
い

と
判
断
さ
れ
て
い
た
が
、
物
語
②
と
③
の
間
、
物
語
④
と
①
の
間
で
は

共
感
の
度
合
い
に
有
意
差
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
米
国
で
は
、
有

意
に
、
物
語
②
が
一
番
共
感
を
も
た
れ
、
次
に
物
語
③
が
共
感
を
も
た

れ
、
①
と
④
の
間
で
は
共
感
の
度
合
い
に
有
意
差
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
四
つ
の
物
語
に
対
す
る
興
味
の
度
合
い
は
、
日
米
で
同
じ
で
あ
り
、

共
感
の
度
合
い
に
お
い
て
の
み
若
干
異
な
る
部
分
は
あ
っ
た
が
（
日
本
で

は
②
と
③
の
間
で
有
意
差
は
な
か
っ
た
が
、
米
国
で
は
有
意
に
②>

③
で
あ
っ

た
）、
類
似
す
る
結
果
で
あ
っ
た
。

　

性
差
、
性
差
と
国
の
交
互
作
用
の
有
無
を
み
る
た
め
、
男
女
別
、
各
国

に
お
け
る
男
女
別
に
、
四
つ
の
物
語
間
の
興
味
の
度
合
い
と
共
感
の
度
合

い
に
つ
い
て
検
討
し
た
（
平
均
順
位
と
有
意
差
の
結
果
の
詳
細
は
表
８
、
表

９
を
参
照
）。
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
一
致
し
て
い
た
が
、
若
干
、
有
意
差

の
出
方
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
興
味
の
度
合
い
に
つ
い
て
だ
が
、

日
本
人
男
子
大
学
生
と
米
国
人
女
子
大
学
に
お
い
て
、
四
つ
の
物
語
間
で

有
意
差
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、日
本
人
女
子
大
学
生
に
お
い
て
は
、

物
語
②
の
ラ
ン
ク
が
他
の
群
と
同
様
に
一
番
低
か
っ
た
も
の
の
、
物
語
③

と
の
有
意
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
次
に
、
共
感
の
度
合
い
に
つ
い
て
だ

が
、
日
本
人
男
子
大
学
生
で
は
①
の
み
が
、
②
③
よ
り
も
有
意
に
共
感
の

度
合
い
が
低
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
一
方
、
米
国
人
女
子
大
学
生
で
は
、

②
が
一
番
共
感
の
度
合
い
が
有
意
に
高
く
、
④
が
一
番
共
感
の
度
合
い

が
有
意
に
低
い
も
の
の
、
①
と
③
の
間
で
有
意
な
差
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
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た
。

 

わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
と
、
日
本
、
米
国
と
も
に
、
四
つ
の
物
語
の

興
味
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
一
番
日
常
的
な
内
容
（
平
凡
な
幸
せ
を
の

ぞ
む
）
の
②
の
物
語
が
有
意
に
低
い
と
い
う
結
果
だ
っ
た
が
、
共
感
の
度

合
い
に
つ
い
て
は
、
逆
に
、
一
番
日
常
的
な
内
容
（
平
凡
な
幸
せ
を
の
ぞ

む
）
の
②
が
一
番
、
あ
る
い
は
、
②
と
、
平
凡
だ
が
さ
さ
や
か
な
夢
を
持

つ
③
の
物
語
が
と
も
に
、
①
の
立
身
出
世
物
語
や
④
の
華
や
か
な
生
活
か

ら
辛
い
生
活
に
な
っ
た
物
語
よ
り
有
意
に
高
か
っ
た
。
お
お
よ
そ
の
傾
向

は
類
似
し
て
い
る
が
、
日
本
人
男
子
大
学
生
と
米
国
人
女
子
大
学
生
で
、

若
干
異
な
る
部
分
が
あ
っ
た
。
興
味
の
度
合
い
で
は
、
日
本
人
男
子
大
学

生
と
米
国
人
女
子
大
学
生
と
も
に
、
四
つ
の
物
語
間
の
ラ
ン
ク
に
有
意
差

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
共
感
の
度
合
い
で
は
、
日
本
人
男
子
大
学
生
に
お

い
て
、
④
と
有
意
差
は
な
い
も
の
の
①
の
立
身
出
世
物
語
の
ラ
ン
ク
が
一

番
低
い
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ
、
米
国
人
女
子
大
学
生
に
お
い
て
は
、
日

常
的
な
内
容
の
②
の
ラ
ン
ク
が
有
意
に
一
番
高
く
、
④
が
有
意
に
一
番
低

い
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

先
に
紹
介
し
た
、
物
語
の
主
人
公
に
関
す
る
情
報
の
重
要
度
評
定
の
結

果
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
人
大
学
生
に
お
け
る
、
よ
り
日
常
的
な
内
容
の

②
、
平
凡
だ
が
さ
さ
や
か
な
夢
を
持
つ
③
の
物
語
に
対
す
る
興
味
や
共

感
の
度
合
い
が
、
米
国
人
の
大
学
生
よ
り
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
物
語
の
主
人
公
に
関
す
る
情
報
の
重
要

度
評
定
と
異
な
り
、
本
調
査
で
用
意
し
た
物
語
間
の
興
味
の
度
合
い
や
共

感
の
度
合
い
に
お
い
て
、
日
本
と
米
国
の
大
学
生
間
で
ほ
ぼ
差
が
み
ら
れ

ず
、
日
米
に
お
い
て
、
よ
り
日
常
的
で
平
凡
な
生
活
の
物
語
に
対
す
る

興
味
の
度
合
い
は
低
い
が
、
共
感
の
度
合
い
は
高
い
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。
用
意
し
た
物
語
の
問
題
で
、
他
の
種
類
の
物
語
を
用
意
す
れ
ば
、
日

本
と
米
国
の
差
が
明
確
に
表
れ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

表８：４つの物語に対する順序評定（興味の度合い）

属性 物語① 物語② 物語③ 物語④ ①と② ①と③ ①と④ ②と③ ②と④ ③と④

日本人大学生 2.35 2.91 2.46 2.28 18.8** * * *

米国人大学生 2.48 3.00 2.43 2.09 27.6** * * *

男子大学生（日米） 2.47 3.07 2.42 2.04 29.5** * * *

女子大学生（日米） 2.36 2.89 2.48 2.27 18.8** * * *

日本人大学生（男子） 2.59 2.90 2.28 2.24 4.9

米国人大学生（男子） 2.41 3.14 2.49 1.95 27.3** * * *

日本人大学生（女子） 2.26 2.93 2.54 2.27 16.9** * *

米国人大学生（女子） 2.57 2.80 2.35 2.28 4.6

*χ2値(Friedman)においてp < .05は*、p < .01は**、多重比較で有意差がみられた箇所は*を記した。

興味の度合い（平均ランク）

χ2値

多重比較（Bonferoni、有意水準5%）

表９：４つの物語に対する順序評定（共感の度合い）

属性 物語① 物語② 物語③ 物語④ ①と② ①と③ ①と④ ②と③ ②と④ ③と④

日本人大学生 3.01 1.88 2.20 2.91 68.8** * * * *

米国人大学生 2.87 1.69 2.28 3.17 84.3** * * * * *

男子大学生（日米） 3.05 1.87 2.25 2.83 48.2** * * * * *

女子大学生（日米） 2.87 1.74 2.23 3.17 105.2** * * * * *

日本人大学生（男子） 3.10 2.07 2.24 2.59 10.9* * *

米国人大学生（男子） 3.03 1.78 2.25 2.94 39.9** * * * * *

日本人大学生（女子） 2.97 1.82 2.19 3.02 60.3** * * * *

米国人大学生（女子） 2.65 1.57 2.30 3.48 52.2** * * * * *

*χ2値(Friedman)においてp < .05は*、p < .01は**、多重比較で有意差がみられた箇所は*を記した。

共感の度合い（平均ランク）

χ2値

多重比較（Bonferoni、有意水準5%）
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と
は
い
え
、
こ
の
結
果
か
ら
、
文
化
差
と
は
、
多
方
面
で
一
様
に
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
人
気
の
あ
る
映
画
に
、
と
き

と
し
て
、
文
化
差
が
あ
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
ま
っ
た
く
、
物
語
へ
の
興

味
や
共
感
の
度
合
い
に
文
化
差
が
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
の
進
展
に
よ
り
、
世
界
各
国
の
ア
ニ
メ
、
映
画
、
小
説
な
ど
が

流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
若
い
世
代
を
中
心
に
、
一
昔
前
よ
り
は
、

物
語
に
対
す
る
嗜
好
差
は
、
あ
る
側
面
に
お
い
て
は
小
さ
く
な
っ
て
き
て

い
る
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
調
査
は
、
日
本
と
米
国
の
大
学
生
し
か
対
象
に
し
て
お
ら
ず
、
他

の
文
化
圏
で
の
実
施
と
、
も
う
少
し
他
の
物
語
パ
タ
ー
ン
を
加
え
て
の
検

討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
他
で
み
ら
れ
る
文
化
差
―
複
数
の
予
備
的
調
査
結
果
の
紹
介

　

上
記
で
は
、
自
己
の
語
り
、
物
語
の
主
人
公
に
つ
い
て
の
語
り
、
物
語

の
嗜
好
に
焦
点
を
お
い
た
文
化
間
の
違
い
を
検
討
す
る
調
査
を
詳
し
く

紹
介
し
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
直
接
語
り
と
は
関
わ
り
の
な
い
内
容
で

の
文
化
差
に
関
す
る
予
備
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
日
本
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
人
と
日
本
滞
在
中
の
外
国

籍
の
若
者
（
以
下
、
留
学
生
と
称
す
る
）
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
結
果
を

紹
介
す
る

7
。
こ
の
調
査
で
は
、
東
京
都
内
の
一
大
学
の
日
本
人
大
学
生

三
七
人
（
男
子
学
生
一
六
人
、
女
子
学
生
二
一
人
、
平
均
年
齢
二
二
・
〇
歳
）、

同
大
学
の
外
国
人
留
学
生
三
七
人
（
男
子
学
生
一
五
人
、
女
子
学
生
二
二
人
、

平
均
年
齢
二
三
・
三
六
歳
）
を
対
象
に
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
。
留
学
生
の

日
本
滞
在
期
間
は
、
二
ヶ
月
～
六
年
（
平
均
一
年
二
ヶ
月
）、
留
学
生
の
国

籍
の
内
訳
は
、
ア
メ
リ
カ
三
人
、
イ
ギ
リ
ス
二
人
、
イ
タ
リ
ア
二
人
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
二
人
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
一
人
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
一
人
、
エ
ル

サ
ル
バ
ト
ル
一
人
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
一
人
、
カ
ナ
ダ
一
人
、
韓
国
二
人
、

キ
ル
ギ
ス
一
人
、
ス
イ
ス
一
人
、
ス
ペ
イ
ン
四
人
、
セ
ル
ビ
ア
一
人
、
タ

イ
一
人
、
台
湾
二
人
、
中
国
三
人
（
う
ち
香
港
一
人
）、
チ
リ
一
人
、
ド
イ

ツ
一
人
、
ト
ル
コ
一
人
、
フ
ラ
ン
ス
一
人
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
一
人
、
ロ
シ
ア

三
人
（
五
十
音
順
）
で
あ
っ
た
。
質
問
紙
は
四
設
問
か
ら
な
っ
て
お
り
、

設
問
１
は
、
片
桐
（
二
〇
〇
二
）
で
使
用
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
評
定
尺
度
の

五
項
目
か
ら
な
り
、
各
項
目
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
く
ら
い
あ
て
は

ま
っ
て
い
る
と
思
う
か
を
五
段
階
評
定
さ
せ
た
。
設
問
２
で
は
、
日
本
人

の
特
徴
だ
と
思
う
点
を
三
つ
記
入
さ
せ
た
。
設
問
三
で
は
、
日
本
人
の
長

所
だ
と
思
う
点
を
三
つ
、
設
問
四
で
は
、
日
本
人
の
短
所
だ
と
思
う
点
を

三
つ
記
入
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
五
項
目
の
イ
メ
ー
ジ
評
定
の
う
ち
、「
個
性
的
」（t=2.44, 

p <.05

）、「
威
張
る
」（t=2.98, p <.01

）
に
お
い
て
、
留
学
生
の
方
が

日
本
人
自
身
の
評
定
よ
り
、得
点
が
有
意
に
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。「
信

頼
で
き
る
」（t=-1.08, p >.05

）「
親
し
み
や
す
い
」（t=0.57, p >.05

）

「
け
ち
」（t=-1.46, p >.05

）
で
は
有
意
差
は
な
か
っ
た
。
留
学
生
に
よ

る
日
本
人
の
「
威
張
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
得
点
が
高
か
っ
た
点
は
、
片

桐
（
二
〇
〇
二
）
に
お
け
る
中
国
人
に
よ
る
評
定
結
果
と
一
致
し
て
お
り
、

外
集
団
全
般
の
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
興

味
深
い
。
設
問
２
、３
、４
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

作
成
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
き
、
調
査
者
と
別
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

者
が
独
立
に
、
記
述
内
容
を
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
分
類
判
定
が
九
〇
％
以

上
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
不
一
致
の
部
分
は
話
し
合
い
で
分
類
判

定
を
行
っ
た
。
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そ
の
結
果
、
日
本
人
の
特
徴
と
し
て
、「
勤
勉
、
ま
じ
め
」
が
、
日
本

人
（
一
三
・
五
一
%
）
よ
り
も
留
学
生
（
四
三
・
二
四
%
）
の
方
が
言
及
す

る
割
合
が
有
意
に
高
く
（χ²(1

，N=74)=8.05, p <.01

）、「
和
、調
和
、一
致
」

に
つ
い
て
は
、
留
学
生
（
八
・
一
〇
%
）
よ
り
も
日
本
人
（
五
一
・
五
三
%
）

の
方
が
言
及
す
る
割
合
が
有
意
に
高
か
っ
た（χ²(1, N

=74)=16.56, p <.01

）。

興
味
深
い
こ
と
に
、「
個
人
的
」
と
言
及
し
た
日
本
人
（
〇
・
〇
〇
%
）
は

い
な
か
っ
た
が
、
言
及
す
る
留
学
生
（
一
三
・
五
一
%
）
が
有
意
に
高
い

割
合
で
い
た
（χ²(1, N

=74)=5.36, p <.05

）。
な
お
、
有
意
差
の
み
ら
れ
な

か
っ
た
記
述
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、「
几
帳
面
、
正
確
」（
日
本
人
一
〇
・
八
一

%
、
留
学
生
二
・
七
〇
%
、χ²(1, N

=74)=1.93

）、「
礼
儀
正
し
い
」（
日
本
人

一
〇
・
八
一
%
、
留
学
生
一
三
・
五
一
%
、χ²(1, N

=74)=0.13

）、「
親
切
、
気
を

配
る
」（
日
本
人
一
三
・
五
一
%
、
留
学
生
一
〇
・
八
一
%
、χ²(1, N

=74)=0.56

）、

「
恥
ず
か
し
が
り
や
」（
日
本
人
二
七
・
〇
二
%
、
留
学
生
四
三
・
二
四
%
、

χ²(1, N
=74)=0.70

）、「
あ
い
ま
い
、
遠
ま
わ
し
」（
日
本
人
八
・
一
〇
%
、

留
学
生
八
・
一
〇
%
、χ²(1, N

=74)=0.00

）、「
建
前
、
表
面
的
」（
日
本
人

一
六
・
二
一
%
、
留
学
生
一
八
・
九
一
%
、χ²(1, N

=74)=0.09
）、「
保
守
的
、
排

他
的
」（
日
本
人
一
〇
・
八
一
%
、
留
学
生
五
・
四
〇
%
、χ²(1, N

=74)=0.73

）、

「
冷
た
い
」（
日
本
人
〇
・
〇
〇
%
、
留
学
生
八
・
一
〇
%
、χ²(1, N

=74)=3.13

）、

「
静
か
、
落
ち
着
い
て
い
る
」（
日
本
人
一
三
・
五
一
%
、
留
学
生
二
・
七
〇

%
、χ²(1, N

=74)=2.90

）、「
時
間
を
守
る
」（
日
本
人
〇
・
〇
〇
%
、
留
学
生
八
・

一
〇
%
、χ²(1

，N
=74)=3.13

）、「
外
見
、
流
行
に
関
す
る
発
言
」（
日
本
人

二
七
・
〇
二
%
、
留
学
生
一
三
・
五
一
%
、χ²(1,N

=74)=2.09

）
で
あ
っ
た
。
日

本
人
の
特
徴
に
関
す
る
認
識
に
お
い
て
、
日
本
人
と
留
学
生
の
間
で
、
若

干
差
異
も
み
ら
れ
る
が
、
比
較
的
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
、
日
本
人
の
長
所
と
し
て
、「
和
、
調
和
」
は
、
留
学
生
（
二
・

七
%
）
よ
り
日
本
人
（
二
九
・
七
二
%
）
で
有
意
に
多
く
言
及
さ
れ

（χ²(1,N
=74)=9.95, p <.01

）、「
信
頼
で
き
る
」
は
、
日
本
人
（
〇
・
〇
〇
%
）

は
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
の
留
学
生
（
二
四
・
三
二
%
）
が
言
及
す
る
割

合
が
高
か
っ
た
（χ²(1,N

=74)=10.25, p <.01

）。
ま
た
、「
外
見
、
容
姿
に

関
す
る
発
言
」の
割
合
が
、日
本
人（
二
・
七
%
）よ
り
も
留
学
生（
一
六
・
二
一

%
）
で
有
意
に
高
か
っ
た
（χ²(1,N

=74)=3.95, p <.05

）。
な
お
、
有
意
差

の
み
ら
れ
な
か
っ
た
記
述
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、「
真
面
目
、
勤
勉
」（
日
本
人

四
五
・
九
四
%
、
留
学
生
四
五
・
九
四
%
、χ²(1,N

=74)=0.00

）、「
正
確
、
丁
寧
」

（
日
本
人
八
・
一
〇
%
、
留
学
生
五
・
四
〇
%
、χ²(1,N

=74)=0.21

）、「
礼
儀
正

し
い
」（
日
本
人
一
八
・
九
一
%
、
留
学
生
二
一
・
六
二
%
、χ²(1,N

=74)=0.08

）、

「
親
切
、
気
を
配
る
」（
日
本
人
六
二
・
一
六
%
、
留
学
生
四
〇
・
五
四
%
、

χ²(1

，N
=74)=3.46

）、「
謙
虚
」（
日
本
人
一
三
・
五
一
%
、
留
学
生
五
・
四
〇

%
、χ²(1,N

=74)=1.42

）、「
尊
敬
、
敬
意
」（
日
本
人
五
・
四
〇
%
、
留
学
生

一
〇
・
八
一
%
、χ²(1, N

=74)=0.73

）、「
誠
実
、
責
任
感
」（
日
本
人
二
・
七
〇

%
、
留
学
生
一
三
・
五
一
%
、χ²(1, N

=74)=2.90

）、「
時
間
を
守
る
」（
日
本
人

一
三
・
五
一
%
、
留
学
生
一
〇
・
八
一
%
、χ²(1,N

=74)=0.13

）
で
あ
っ
た
。
長

所
に
つ
い
て
も
、
日
本
人
と
留
学
生
の
間
で
、
若
干
差
異
も
み
ら
れ
る
が
、

比
較
的
共
通
し
た
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
、
日
本
人
の
短
所
と
し
て
、「
本
音
を
言
わ
な
い
」
は
、
日
本

人
（
二
四
・
三
二
%
）
よ
り
も
留
学
生
（
五
一
・
三
五
%
）
で
有
意
に
多

く
言
及
さ
れ
た
が
（χ²(1,N

=74)=4.72, p <.05

）、「
主
張
が
な
い
、
個

性
が
な
い
」
は
、
留
学
生
（
五
・
四
〇
%
）
よ
り
も
日
本
人
（
三
七
・
八
三

%
）
の
言
及
す
る
割
合
が
有
意
に
高
か
っ
た
（χ

2(1,N
=74)=10.12, p <.01

）。

「
自
信
が
な
い
」、「
他
人
の
目
を
気
に
す
る
」
は
、
留
学
生
は
誰
も
言

及
し
な
か
っ
た
が
（
と
も
に
〇
・
〇
〇
%
）、
日
本
人
（
順
に
一
〇
・
八
一

%
、
二
四
・
三
二
%
）
で
は
言
及
さ
れ
て
い
た
（χ²(1,N

=74)=4.23, p <.05

）

（χ²(1,N
=74)=10.25, p <.01

）。「
排
他
的
」
は
、
日
本
人
（
八
・
一
〇
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%
）
よ
り
、
留
学
生
（
三
七
・
八
三
%
）
の
方
が
有
意
に
多
く
言
及
し
た

（χ²(1,N
=74)=9.24, p <.01

）。
な
お
、
有
意
差
の
み
ら
れ
な
か
っ
た
記
述

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、「
ま
じ
め
す
ぎ
る
、
働
き
す
ぎ
」（
日
本
人
一
〇
・
八
一

%
、
留
学
生
二
四
・
三
二
%
、χ²(1,N

=74)=2.33

）、「
内
向
的
」（
日
本
人

二
九
・
七
二
%
、
留
学
生
一
八
・
八
一
%
、χ²(1,N

=74)=1.18

）、「
自
己
中
心
的
」

（
日
本
人
八
・
一
〇
%
、
留
学
生
一
六
・
二
一
%
、χ²(1,N

=74)=1.14

）、「
無
関

心
」（
日
本
人
一
三
・
五
一
%
、
留
学
生
二
・
七
〇
%
、χ²(1,N

=74)=2.90

）、「
社

会
的
地
位
を
意
識
し
す
ぎ
」（
日
本
人
〇
・
〇
〇
%
、
留
学
生
八
・
一
〇
%
、

χ² (1,N
=74)=3.13

）、「
融
通
が
き
か
な
い
」（
日
本
人
八
・
一
〇
%
、
留
学
生

一
〇
・
八
一
%
、χ²(1,N

=74)=0.16
）、「
創
造
力
が
な
い
」（
日
本
人
八
・
一
〇

%
、留
学
生
〇
・
〇
〇
%
、χ²(1,N

=74)=3.13

）
で
あ
っ
た
。
短
所
に
つ
い
て
は
、

日
本
人
と
留
学
生
の
間
で
、
半
分
以
上
の
項
目
で
差
は
な
か
っ
た
が
、
一

部
の
項
目
で
有
意
差
が
み
ら
れ
た
。

留
学
生
の
国
籍
が
多
様
で
、
し
か
も
日
本
に
一
定
期
間
以
上
滞
在
し
て

い
る
た
め
、
日
本
に
来
た
こ
と
が
な
い
外
国
人
の
イ
メ
ー
ジ
と
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
人
自
身
に
よ
る
日
本
人
の
イ
メ
ー

ジ
と
、
留
学
生
に
よ
る
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
に
、
共
通
す
る
部
分
も
多
い
が
、

明
確
に
差
が
表
れ
た
部
分
が
あ
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ

し
、
結
果
で
示
さ
れ
た
日
本
人
と
留
学
生
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
の
す

べ
て
が
、
日
本
人
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
と
も
い
い
き
れ
な
い
点
は
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
排
他
的
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
内
集
団

内
で
よ
り
も
、
外
集
団
の
メ
ン
バ
ー
が
感
じ
や
す
い
点
で
あ
り
、
自
分
が

所
属
し
な
い
外
集
団
の
イ
メ
ー
ジ
評
定
の
際
に
は
、
自
分
が
属
す
る
内
集

団
の
イ
メ
ー
ジ
評
定
よ
り
高
く
評
定
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
調
査
結
果
が
示
唆
す
る
重
要
な
点
は
、
自
分
（
自

分
た
ち
）
が
と
ら
え
て
い
る
自
分
（
自
分
た
ち
）
と
他
者
（
他
の
人
た
ち
）

が
と
ら
え
る
自
分
（
自
分
た
ち
）
に
は
必
ず
ず
れ
が
あ
り
、
異
文
化
間
、

異
集
団
間
の
交
流
の
際
の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、

他
者
（
他
の
人
た
ち
）
と
接
す
る
際
に
は
、〝
互
い
に
違
う
〟
と
い
う
認

識
の
み
な
ら
ず
、〝
お
互
い
に
相
手
に
対
し
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
自
己
（
自

分
た
ち
）
イ
メ
ー
ジ
と
必
ず
ず
れ
が
あ
る
〟
と
の
認
識
を
も
つ
必
要
が
あ

る
と
い
う
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
調
査
は
日
本
人
と
日
本
人
以
外
の
比
較
調
査
で
あ
っ
た
が
、
以
下

で
は
、
同
じ
ア
ジ
ア
圏
と
い
わ
れ
る
、
日
本
と
中
国
の
比
較
調
査
の
結
果

の
詳
細
と
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
間
の
比
較
調
査
の
結
果
の
概
要
に
つ
い
て

順
に
紹
介
す
る
。

日
本
と
中
国
の
学
生
間
で
の
、
大
金
を
手
に
し
た
と
き
の
使
い
道
の
違

い
に
関
す
る
調
査
で
は

8
、
日
本
の
首
都
圏
に
住
む
日
本
人
大
学
生
五
〇

人
（
男
子
学
生
二
〇
人
、
女
子
学
生
三
〇
人
、
平
均
年
齢
二
〇
・
八
歳
）
と
中

国
人
留
学
生
四
〇
人
（
男
子
学
生
一
六
人
、
女
子
学
生
二
四
人
、
平
均
年
齢

二
三
・
六
歳
：
日
本
の
滞
在
期
間
は
半
年
未
満
、
大
方
三
カ
月
未
満
）
を
対
象

に
、「
今
、
あ
な
た
が
一
億
円
（
中
国
で
は
一
万
元
）
を
手
に
し
た
と
し

ま
す
。
も
し
そ
れ
を
自
由
に
使
っ
て
よ
い
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
の

よ
う
に
使
い
ま
す
か
。
一
〇
分
以
内
で
自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
」
と

お
金
の
使
い
方
を
問
う
自
由
記
述
の
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
。
分
析
の

際
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
成
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基

づ
き
、
調
査
者
と
別
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
者
が
独
立
に
、
日
中
そ
れ
ぞ
れ

一
〇
人
ず
つ
の
記
述
内
容
を
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
判
定
が
九
六
％
以
上
一

致
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
不
一
致
の
部
分
は
話
し
合
い
で
分
類
判
定

を
行
っ
た
。
残
り
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
調
査
者
が
分
類
し
た
。
そ
の

結
果
、「
貯
金
を
す
る
」
と
い
う
記
述
が
日
本
で
有
意
に
大
き
な
割
合
を
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占
め
て
い
た
（
日
本
八
〇
%
、
中
国
二
五
%
、χ

2(1, N
=90)=27.2, p <.01

）。

日
本
人
学
生
の
八
割
が
貯
金
と
答
え
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
一
方
、

投
資
等
に
よ
り
「
財
産
を
増
や
す
」
と
い
う
記
述
は
中
国
人
留
学
生
の

方
が
有
意
に
多
く
記
述
し
て
い
た
（
日
本
二
〇
％
、
中
国
四
三
%
、χ

2(1, 
N

=90)=5.36, p <.05

）。
ま
た
、
日
本
人
学
生
で
は
、「
買
い
物
（
形
が
残

る
）」（
日
本
五
四
％
、
中
国
一
八
%
、χ

2(1, N
=90)=12.60, p <.01

）
や
「
趣

味
（
形
が
残
ら
な
い
）」（
日
本
五
八
％
、
中
国
二
五
%
、χ

2(1, N
=90)=9.86, p 

<.01

）
に
言
及
す
る
割
合
が
中
国
人
留
学
生
よ
り
も
有
意
に
高
か
っ
た
。

誰
の
た
め
に
使
う
か
に
お
い
て
、「
友
人
・
所
属
集
団
の
た
め
」
と
の
記

述
が
あ
っ
た
割
合
は
、
日
本
人
学
生
に
お
い
て
有
意
に
高
か
っ
た
（
日
本

一
二
%
、
中
国
〇
%
、χ

2(1, N
=90)=5.14, p <.05

）。
な
お
、「
学
業
」（
日
本

一
六
％
、
中
国
三
三
％
、χ

2(1, N
=90)=3.38

）、「
寄
付
」（
日
本
二
四
％
、
中

国
一
八
%
、χ

2(1, N
=90)=0.56

）、「
身
の
回
り
・
生
活
」（
日
本
二
〇
％
、
中

国
一
〇
％
、χ

2(1, N
=90)=1.69

）、「
両
親
・
兄
弟
姉
妹
プ
レ
ゼ
ン
ト
」（
日

本
四
〇
％
、
中
国
三
五
％
、χ

2(1, N
=90)=0.24

）、「
不
動
産
」（
日
本
一
八
％
、

中
国
二
三
％
、χ

2(1, N
=90)=0.28

）、「
自
分
の
た
め
」（
日
本
九
六
%
、
中
国

九
五 

%, χ
2(1, N

=90)=0.05

）、「
家
族
の
た
め
」（
日
本
四
〇
%
、
中
国
三
五

%
、χ

2(1, N
=90)=0.24

）、「
そ
の
他
の
人
の
た
め
」（
日
本
二
六
％
、
中
国

二
三
%
、χ

2(1, N
=90)=0.15

）
で
国
間
の
有
意
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

国
間
以
外
で
、
若
干
性
差
が
、
各
国
内
で
み
ら
れ
た
点
は
興
味
深
い
。

日
中
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、「
趣
味
（
形
が
残
ら
な
い
）」
の
記
述
す
る

割
合
が
、男
子
学
生
よ
り
も
女
子
学
生
に
お
い
て
有
意
に
高
か
っ
た
（
日

本
―
男
子
四
〇
％
、
女
子
七
〇
％
、χ

2(1, N
=50)=4.43, p <.05

）
：
中
国
―
男

子
六
%
、
女
子
三
八
%
、χ

2(1, N
=40)=5.00, p <.05

））。
日
本
で
は
、「
財

産
を
増
や
す
」
と
の
記
述
の
割
合
が
、
女
子
よ
り
男
子
の
ほ
う
が
有
意

に
高
か
っ
た
（
男
子
三
五
％
、
女
子
一
〇
%
、χ

2(1, N
=50)=4.69, p <.05

）。

中
国
で
は
、「
両
親
・
兄
弟
姉
妹
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」（
男
子
一
三
%
、
女

子
五
〇
%
、χ

2(1, N
=40)=5.93, p <.05

））、「
家
族
の
た
め
に
使
用
す
る
」

（
男
子
一
三
%
、
女
子
五
〇
%
、χ

2(1, N
=40)=5.93, p <.05

））
と
記
述
す
る

割
合
が
、
有
意
に
女
子
の
ほ
う
が
高
く
、
一
方
、「
貯
金
す
る
」
と
の
記

述
の
割
合
は
、
女
子
よ
り
男
子
の
ほ
う
が
有
意
に
高
か
っ
た
（
男
子
四
四

%
、
女
子
一
三
%
、χ

2(1, N
=40)=5.00, p <.05

））。

短
期
間
と
は
い
え
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
留
学
生
で
あ
る
た
め
、
中
国

国
内
に
滞
在
し
続
け
て
い
る
中
国
人
大
学
生
と
傾
向
が
異
な
る
可
能
性

は
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
課
題
は
、
お
金
に
関
す
る
内
容
の
た
め
、

こ
の
よ
う
な
語
り
や
記
述
の
結
果
に
は
、
文
化
的
な
価
値
観
の
違
い
の
み

な
ら
ず
、
経
済
、
社
会
シ
ス
テ
ム
、
個
人
の
経
済
状
況
の
違
い
が
反
映
さ

れ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
の
場
合
、
で
き
る
限
り

個
人
的
な
経
済
状
況
の
部
分
は
対
象
者
間
で
そ
ろ
え
る
か
、
あ
る
い
は
、

経
済
状
況
に
よ
る
群
分
け
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、

文
化
差
を
検
討
す
る
う
え
で
、
経
済
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
違
い
も
重
要
な

要
素
と
し
て
考
慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

次
に
、
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
大
学
生
に
お
け
る
家
族
・
友
人
関
係
と
対

人
不
安
の
関
連
に
関
す
る
予
備
調
査
結
果
に
つ
い
て
概
要
の
み
簡
潔
に

紹
介
す
る

9
。
こ
の
調
査
で
は
、
東
京
の
一
大
学
の
学
生
一
一
〇
人
（
男

子
学
生
二
二
人
、
女
子
学
生
八
五
人
、
平
均
二
〇
・
〇
歳
）、
ベ
ト
ナ
ム
、
ハ

ノ
イ
の
一
大
学
の
学
生
五
四
人
（
男
子
学
生
九
人
、
女
子
学
生
四
五
人
、
平

均
二
〇
・
〇
歳
）
を
対
象
に
、
家
族
機
能
尺
度
（O

lson, M
cC

abbin, Larsen, 
M

uxen,&
 W

ilson, 1985;

草
田
・
岡
堂
、
一
九
九
三
）、
友
人
関
係
尺
度
（
岡

田
、
一
九
九
五
）、
対
人
不
安
尺
度
（
平
石
、
一
九
九
〇
）
と
家
族
や
友
人

と
の
関
係
性
を
問
う
質
問
（
家
族
の
人
数
、
家
族
と
の
会
話
時
間
、
友
人
と

の
会
話
時
間
、
自
宅
へ
の
友
人
招
待
頻
度
）
か
ら
な
る
質
問
紙
調
査
を
行
っ
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た
。
そ
の
結
果
、
家
族
機
能
尺
度
の
「
凝
集
性
」
と
「
適
応
性
」、「
家
族

や
友
人
と
の
会
話
時
間
」、「
友
人
の
招
待
頻
度
」
に
お
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム

人
学
生
の
ほ
う
が
有
意
に
日
本
人
学
生
よ
り
高
い
こ
と
、
日
本
に
お
い
て

の
み
、
友
人
関
係
尺
度
に
お
け
る
「
ふ
れ
あ
い
回
避
」、「
群
れ
」
評
定
が

対
人
不
安
尺
度
の
「
自
己
閉
鎖
性
」
と
有
意
な
正
の
相
関
関
係
が
示
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
デ
ー
タ
採
集
地
域
が
限
定
的
で
、
両
国
と
も
女
性
の

デ
ー
タ
数
が
圧
倒
的
に
多
く
、
他
改
良
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
同
じ
ア
ジ

ア
圏
と
は
い
っ
て
も
、
日
本
人
と
ベ
ト
ナ
ム
人
の
間
で
、
人
間
関
係
の
築

き
方
、
距
離
の
取
り
方
に
違
い
が
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
は

興
味
深
い
。
今
後
さ
ら
な
る
追
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、
筆
者
が
関
わ
っ
た
研
究
を
中
心
に
、
少
数
の
知
見
を
詳

し
く
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
知
見
か
ら
の
み
で
も
、「
西
洋
v
s

東
洋
」
と
い
う
二
分
法
的
な
視
点
か
ら
は
、
各
文
化
は
説
明
し
き
れ
な
い

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
今
回
紹
介
し
た
デ
ー
タ
に
お
け
る
、い
わ
ゆ
る〝
西

洋
文
化
圏
〟
は
ほ
ぼ
米
国
の
み
で
あ
る
た
め
、〝
西
洋
文
化
圏
〟
内
の
多

様
性
は
、本
論
文
内
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、同
じ
〝
東

洋
文
化
圏
〟
と
さ
れ
る
日
本
と
中
国
の
間
で
、
複
数
の
調
査
結
果
を
通
じ

て
、
共
通
す
る
点
も
あ
る
も
の
の
、
異
な
る
点
も
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
文
化
差
の
調
査
結
果
を
解
釈
す
る
上
で
以
下
の
点
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
質
問
内
容
、
課
題
内
容
、
状
況
に
よ
っ
て
、
文

化
差
の
現
れ
方
は
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
「
二
十
の

私
」
テ
ス
ト
で
も
、
特
定
の
場
面
や
状
況
を
設
定
す
る
と
、
結
果
の
出
方

が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
増
田
・
山
岸
、
二
〇
一
〇
他
）。

第
二
に
、
あ
く
ま
で
も
、
調
査
し
た
各
文
化
圏
を
代
表
す
る
、
サ
ン
プ
ル

群
の
傾
向
に
お
け
る
差
で
あ
り
、
各
文
化
圏
デ
ー
タ
内
で
個
人
差
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
し
、
各
文
化
圏
を
代
表
す
る
デ
ー
タ
に
忠
実
に
そ
の
文
化
の
特

徴
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
文

化
圏
間
の
差
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
て
も
、
性
差
、
世
代
差
、
地
域
差
な
ど

も
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
上
記
で
紹
介
し
た

デ
ー
タ
の
一
部
で
、
性
差
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
紹
介
し
な
か
っ

た
が
、
上
原
・
東
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
同
じ
物
語
課
題
を
、
日
本
と
中

国
の
学
生
世
代
、
親
世
代
を
対
象
に
実
施
し
分
析
し
た
結
果
、
世
代
差
や

性
差
が
み
と
め
ら
れ
た
。
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
中
国
の
親
世
代
が
他
よ

り
も
有
意
に
「
成
功
者
」
因
子
を
重
視
し
、「
近
親
者
と
の
関
係
」
因
子

は
日
中
い
ず
れ
に
お
い
て
も
親
世
代
が
学
生
世
代
よ
り
も
有
意
に
重
視

し
て
い
る
こ
と
、「
成
功
者
」
因
子
、「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
・
履
歴
書
」
因
子

と
も
、
男
性
よ
り
も
女
性
が
有
意
に
重
視
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ク
イ

ズ
や
仕
事
を
三
人
グ
ル
ー
プ
で
行
い
報
酬
を
得
た
と
き
を
想
定
さ
せ
、
ど

の
よ
う
に
報
酬
を
分
配
す
る
の
が
よ
い
か
を
、
日
本
と
中
国
の
学
生
世

代
、
親
世
代
を
対
象
に
検
討
し
た
、M

ukaida &
 A

zum
a

（2006

）
で
は
、

全
体
的
に
は
、
日
本
の
ほ
う
が
平
等
分
配
（
三
等
分
）
を
評
価
す
る
傾
向

が
強
く
、
日
中
と
も
、
ク
イ
ズ
場
面
よ
り
仕
事
場
面
で
公
平
分
配
（
貢
献

度
に
応
じ
た
分
配
）
の
ほ
う
が
よ
い
と
す
る
傾
向
が
強
い
も
の
の
、
日
本

で
の
み
顕
著
な
世
代
差
（
親
世
代
が
学
生
世
代
よ
り
も
、
平
等
分
配
を
有
意

に
強
く
好
む
傾
向
）
が
示
さ
れ
た
。
調
べ
る
内
容
に
よ
っ
て
は
、
同
一
文

化
圏
内
の
地
域
差
も
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
柿
沼
、
上
村

ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
こ
れ
ま
で
、
母
親
に
絵
カ
ー
ド
（
四
種
類
）
を

用
い
て
子
ど
も
に
話
を
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
母
子
間
で
の
語
り
の
様
子
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を
、
文
化
圏
間
（
日
本
・
中
国
・
米
国
）、
同
一
文
化
圏
内
（
山
形
・
沖
縄
・

東
京
）
で
比
較
検
討
し
て
き
て
い
る
が
、
語
り
の
ス
タ
イ
ル
に
、
文
化
圏

間
ほ
ど
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
山
形
、
沖
縄
、
東
京
の
間
に
も
差
が
み

ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（
上
村
・
柿
沼
、二
〇
〇
六
）。
ま
た
、唐
澤
・
林
・

松
本
・
向
田
・
ト
ビ
ン
・
朱
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
日
本
、
中
国
、
米
国

に
お
け
る
教
育
学
・
発
達
心
理
学
の
学
生
を
対
象
に
、
幼
稚
園
で
学
ぶ
の

に
大
切
な
こ
と
、
幼
稚
園
・
保
育
園
の
必
要
性
な
ど
に
関
し
て
、
項
目
を

用
意
し
各
設
問
で
三
項
目
選
択
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
一
九
八
九
年
と

二
〇
〇
三
年
に
行
っ
た
結
果
を
比
較
し
て
い
る
が
、
文
化
圏
間
の
差
は
も

ち
ろ
ん
各
年
で
み
ら
れ
る
が
、
一
九
八
九
年
と
二
〇
〇
三
年
の
間
の
同
じ

文
化
圏
内
で
の
変
化
も
日
本
、
中
国
、
米
国
の
す
べ
て
で
示
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
化
差
の
調
査
結
果
を
解
釈
し
て
い
く
際
に
は
、
性
差

や
世
代
差
、
地
域
差
な
ど
の
他
の
諸
要
因
も
十
分
考
慮
し
、
慎
重
に
結
論

を
導
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

今
回
焦
点
を
お
い
た
、
語
り
に
表
れ
る
差
と
文
化
差
に
つ
い
て
少
し
考

え
た
い
。
心
理
・
行
動
に
関
す
る
文
化
的
差
異
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
フ
・

ス
ク
リ
プ
ト
の
差
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ

と
は
先
に
述
べ
た
。
子
ど
も
が
周
囲
の
出
来
事
や
行
動
の
意
味
を
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
る
発
達
過
程
に
お
い
て
、
ス
キ
ー
マ
や
ス
ク
リ
プ
ト
に
よ

る
知
識
構
造
の
構
築
が
必
須
で
あ
る
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ス
キ
ー

マ
は
関
連
す
る
知
識
の
塊
、
ス
ク
リ
プ
ト
は
物
事
の
順
序
、
筋
道
を
含
む
、

物
語
的
知
識
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、レ
ス
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
と
は
、

席
に
案
内
さ
れ
る
、
メ
ニ
ュ
ー
を
受
け
取
る
、
注
文
を
す
る
、
注
文
し
た

も
の
が
く
る･･･

と
い
っ
た
一
連
の
流
れ
を
な
す
、
レ
ス
ト
ラ
ン
に
関
わ

る
物
語
的
知
識
で
あ
る
。
発
達
の
過
程
で
、
こ
う
い
っ
た
ス
ク
リ
プ
ト
を

積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
は
そ
の
社
会
で
ど
の
よ
う
に
物

事
が
進
ん
で
い
く
の
か
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
ど
う
い
っ
た
ふ
る
ま
い

が
あ
り
得
る
の
か
を
学
び
、
社
会
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
そ
の
場

面
に
適
し
た
、
行
動
、
判
断
、
推
測
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。「
語
り
」
と
は
、
い
く
ら
短
い
と
し
て
も
、
ま
た
書
き
言
葉

で
あ
ろ
う
と
、
話
し
言
葉
で
あ
ろ
う
と
、
相
手
を
想
定
し
相
手
に
伝
え
る

た
め
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
起
承
転
結
を
な
す
よ
う
な
物
語
表
現

に
な
る
た
め
、
過
去
自
分
が
蓄
積
し
て
き
た
ス
ク
リ
プ
ト
に
基
づ
い
て
な

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
己
紹
介
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
聴
衆
に
覚
え
て
も

ら
え
そ
う
な
、
あ
る
い
は
、
皆
に
好
感
を
持
っ
て
も
ら
え
そ
う
な
、
話
を

し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
そ
の
と
き
に
、
ど
う
い
う
話
を
す
れ
ば
皆
の

興
味
を
ひ
き
つ
け
る
か
、
自
己
紹
介
と
い
っ
た
と
き
に
通
常
ど
う
い
っ
た

こ
と
を
皆
、
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
、
そ
の
社
会
で
機
能

し
て
い
る
ス
ク
リ
プ
ト
に
基
づ
い
て
語
る
だ
ろ
う
。
そ
の
ス
ク
リ
プ
ト
に

基
づ
い
て
表
出
さ
れ
る
語
り
に
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
社
会
・
文
化
で
通
用

し
て
い
る
考
え
方
や
特
徴
が
反
映
さ
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

今
回
、
紹
介
し
た
研
究
デ
ー
タ
に
お
い
て
、
文
化
圏
間
で
の
語
り
の
差

が
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
、
ス
ク
リ
プ
ト
の
分
布
や

内
容
の
差
が
推
測
さ
れ
る
。
特
に
、複
数
の
知
見
で
対
象
と
な
っ
て
い
た
、

日
本
、
中
国
、
米
国
間
で
、（
表
出
す
る
、
も
し
く
は
、
こ
う
で
あ
る
と
よ
い

と
想
定
す
る
）
語
り
に
、互
い
に
共
通
性
や
差
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ

た
が
、
見
出
さ
れ
る
共
通
性
や
差
は
課
題
内
容
に
よ
っ
て
も
異
な
る
た

め
、（
今
回
紹
介
し
な
か
っ
た
）
他
知
見
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
も
、
そ
の

背
景
に
あ
る
ス
ク
リ
プ
ト
が
ど
う
異
な
る
の
か
ま
で
は
、
簡
単
に
は
特
徴

づ
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
も
う
少
し
多
く
の
知
見
を
積
み
重
ね
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
自
己
紹
介
デ
ー
タ
、
一
〇
年
後
の
自
分
、

物
語
の
人
物
を
語
る
上
で
重
要
な
情
報
、
ま
た
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
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「
二
〇
の
私
」
に
関
す
る
調
査
で
共
通
し
て
、日
本
の
デ
ー
タ
で
は
、趣
味
、

役
割
、
所
属
、
仕
事
名
（
具
体
的
な
内
容
で
は
な
い
）
な
ど
の
日
本
の
履

歴
書
で
よ
く
記
述
す
る
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
内

容
が
、
公
の
場
面
で
人
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
、
日
本
で
起
動
さ
れ
や
す

い
ス
ク
リ
プ
ト
の
一
部
を
成
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、

他
の
課
題
で
も
こ
の
点
追
究
で
き
た
ら
と
考
え
る
。

　

最
後
に
、
文
化
差
を
検
討
す
る
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。
理
論
と
の
関
係
性
が
明
確
で
は
な
い
デ
ー
タ
の
公

表
に
批
判
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
文
化
的
事
象
に
誤
解
の
多
い
世

間
に
、
理
論
的
な
裏
付
け
の
な
い
、
実
証
的
な
知
見
を
公
表
す
る
こ
と
に

も
意
義
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
意
外
な
側
面
を
伝
え
た
り
、
誤
解
を
解
く

よ
う
な
き
か
っ
け
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
的
事
象
の
場
合
、

不
確
か
な
状
況
で
無
理
な
解
釈
を
す
る
よ
り
、
地
道
に
よ
り
客
観
的
な

デ
ー
タ
を
積
み
重
ね
て
い
く
作
業
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
文

化
差
の
研
究
は
、
自
分
が
属
す
る
文
化
圏
の
ス
ク
リ
プ
ト
と
、
自
分
と
は

異
な
る
文
化
圏
の
異
な
る
文
化
的
ス
ク
リ
プ
ト
を
学
ぶ
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
へ
の
理
解
と
受
容
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ

か
け
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
注

1
林
千
尋
氏
の
平
成
二
三
年
度
の
卒
論
研
究

2
ブ
ラ
ジ
ル
人
学
生
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
大
都
市
圏
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
語
学
留
学

し
て
き
た
ば
か
り
の
学
生
と
ブ
ラ
ジ
ル
国
内
の
大
都
市
圏
で
大
学
に
通
う
学
生
の
い

ず
れ
か
で
あ
っ
た
。

3
日
中
米
で
、
ど
れ
か
一
つ
の
国
、
あ
る
い
は
二
つ
の
国
の
デ
ー
タ
に
お
い
て
の
み
三

分
の
二
以
上
の
対
象
者
が
３
も
し
く
は
１
と
評
定
し
て
い
る
項
目
を
あ
ら
か
じ
め
除

外
し
た
。

4
日
本
の
大
学
生
は
，
東
京
都
内
の
四
つ
の
男
女
共
学
の
大
学
、
一
つ
の
女
子
大
学
、

も
し
く
は
、
長
野
県
内
の
一
つ
の
男
女
共
学
の
大
学
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
い
た
。

中
国
の
大
学
生
の
所
属
は
、
北
京
近
郊
の
二
つ
の
男
女
共
学
の
大
学
の
い
ず
れ
か
で

あ
っ
た
。
米
国
の
大
学
生
の
所
属
は
ワ
シ
ン
ト
ンD

.C.

郊
外
の
１
つ
の
大
学
と
オ

ハ
イ
オ
州
の
一
つ
の
大
学
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。

5
中
国
の
デ
ー
タ
で
は
、
因
子
負
荷
〇
・
三
三
以
上
で
，
か
つ
二
因
子
に
ま
た
が
っ
て
〇
・

三
三
以
上
の
負
荷
を
示
さ
な
い
一
三
項
目
を
抽
出
し
た
。
日
米
よ
り
対
象
者
数
が
少

な
い
た
め
、
今
後
、
デ
ー
タ
を
追
加
し
再
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

6
日
本
人
大
学
生
は
都
内
の
一
つ
の
大
学
に
所
属
し
、
米
国
人
大
学
生
は
オ
ハ
イ
オ
州

の
一
つ
の
大
学
に
所
属
し
て
い
た
。
な
お
、
日
本
で
の
調
査
協
力
者
数
は
一
五
六
人

で
あ
っ
た
が
、
文
化
差
の
調
査
で
あ
る
た
め
、
海
外
居
住
経
験
が
六
カ
月
以
上
（
六

カ
月
は
一
人
の
み
、
大
方
数
年
以
上
で
あ
っ
た
）
の
日
本
人
学
生
と
留
学
生
の
計

二
九
人
の
デ
ー
タ
は
含
め
な
か
っ
た
。

7
宮
下
知
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の
平
成
二
〇
年
度
の
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研
究
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〇
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究

9
合
田
千
寿
氏
の
平
成
一
八
年
度
の
卒
論
研
究

　
　

引
用
文
献

東　

洋　
（
二
〇
〇
三
）．　

日
米
比
較
研
究
ノ
ー
ト

―
文
化
心
理
学
と
異
文
化
間
比

較

―
．　

発
達
研
究
、
十
七
、
107
―
113
頁
．

A
zum

a, H
.  (2006).  The Era of Fluid C

ulture: C
onceptual Im

plications for C
ultural 

　Psychology.  In Q
.Jing, M

.R
. R

osenzw
eig, G

.d’Y
dew

alle, H
.Zhang, H

.C
.C

hen, 



53

———　ことばと空間　———

&
 K

.Zhang (Eds.), Progress in psychological science around the w
orld. Vol.2 

N
ew

 York, N
Y: Psychology Press. Pp.305-318.

東　

洋　
（
二
〇
〇
七
）．　

序
に
か
え
て
．　

平
成
一
七
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科
学

研
究
補
助
金
［
基
盤
研
究
（
Ｂ
）］ 

研
究
成
果
報
告
書
「
行
為
の
記
述
・
推
測
・
判

断
に
お
け
る
文
化
的
要
因
：
国
際
比
較
と
国
内
変
動
の
総
合
的
研
究
」、
1
―
３
頁
．

B
ond, M

. H
., &

 C
heung, T.  (1983).  C

ollege students’ spontaneous self-concept.  

Journal of C
ross-C

ultural Psychology, 14, Pp.153-171 .

B
runer, J.S. (1990). Acts of m

eaning.  C
am

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity Press.

平
石
賢
二　
（
一
九
九
〇
）．　

青
年
期
に
お
け
る
自
己
意
識
の
構
造
―
自
己
確
立
感
と

自
己
拡
散
感
か
ら
み
た
心
理
学
的
健
康
―
．　

教
育
心
理
学
研
究
、三
八
、320
―
329
頁
．

唐
澤
真
弓
・
林
安
希
子
・
松
本
朋
子
・
向
田
久
美
子
・
ト
ビ
ン
ジ
ョ
セ
フ
・
朱
瑛　

（
二
〇
〇
七
）．　

幼
児
教
育
の
文
化
的
意
味

―
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
に
お
け

る
文
化
間
お
よ
び
文
化
内
比
較

―　
平
成
一
七
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究

補
助
金
［
基
盤
研
究
（
Ｂ
）］
研
究
成
果
報
告
書
「
行
為
の
記
述
・
推
測
・
判
断
に
お

け
る
文
化
的
要
因
：
国
際
比
較
と
国
内
変
動
の
総
合
的
研
究
」、
35
―
44
頁
．

片
桐
雅
義　
（
二
〇
〇
二
）．　

日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ

―
日
中
大
学
生
の
比
較

―
．

　

宇
都
宮
大
学
国
政
学
部
研
究
論
集
、
一
四
、
1
―
8
頁
．

草
田
寿
子
・
岡
堂
哲
雄　
（
一
九
九
三
）．　

家
族
関
係
査
定
法
．　

岡
堂
哲
雄
（
編
）　

心
理
検
査
学　

垣
内
出
版
、 

573
―
581
頁
．　

増
田
貴
彦
・
山
岸
俊
男　
（
二
〇
一
〇
）．　

心
理
学
の
世
界
専
門
編　

文
化
心
理
学（
上
）

培
風
館
．

M
ukaida, K

., &
 A

zum
a, H

.  (2006).  Rule use in rew
ard allocation in C

hina and 

Japan. 

平
成
一
四
年
度
～
平
成
一
六
年
度
科
学
研
究
補
助
金
［
基
盤
研
究
（
Ｂ
）］
研

究
成
果
報
告
書
「
行
為
の
理
解
、
推
測
、
評
価
の
認
知
的
枠
組
み
と
し
て
の
文
化
的

ス
ク
リ
プ
ト
」、
55
―
62
頁
．

向
田
久
美
子
・
東
洋　
（
二
〇
〇
七
）．　

自
由
作
文
に
見
る
一
〇
年
度
の
将
来

―
日

中
米
比
較

―
．　

平
成
一
七
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究
補
助
金
［
基
盤
研

究
（
Ｂ
）］
研
究
成
果
報
告
書
「
行
為
の
記
述
・
推
測
・
判
断
に
お
け
る
文
化
的
要
因
：

国
際
比
較
と
国
内
変
動
の
総
合
的
研
究
」、
13
―
23
頁
．

M
ukaida, K

., A
zum

a, H
., C

rane, L.S., &
 C

rystal, D
.S. (2010). C

ultural scripts in 

narratives about future life: com
parisons am

ong Japanese, C
hinese and Am

eri-

can Students. 

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
研
究
、
一
九
、Pp.107-121.

岡
田　

努　
（
一
九
九
五
）．　

現
代
大
学
生
の
友
人
関
係
と
自
己
像
・
友
人
像
に
関
す

る
考
察
．　

教
育
心
理
学
研
究
、
四
三
、 

354
―
363
頁
．

O
lson, D

. H
., M

cC
abbin, H

. I., Larsen, A
., M

uxen, M
., &

 W
ilson, M

.  (1985).  

Fam
ily Inventries.  St. Paul, M

N
: Fam

ily Social Science, U
niversity of M

inne-

sota.

高
野
陽
太
郎
・
纓
坂
英
子 　
（
一
九
九
七
）．〝
日
本
人
の
集
団
主
義
〟
と
〝
ア
メ
リ
カ

人
の
個
人
主
義
〟

―
通
説
の
再
検
討
．　

心
理
学
研
究
、 

六
八
、 

312
―
327
頁
．

高
崎
文
子
・
東
洋　
（
二
〇
〇
七
）．　
「
努
力
し
た
こ
と
」
に
つ
い
て
の
回
想
的
記
述
の

分
析
：
日
米
中
比
較
．　

発
達
研
究
、
二
一
、
1
―
10
頁
．

Triandis, H
.C

., M
cC

usker, C
., &

 H
ui, C

. H
. (1990).  M

ultim
ethod probes of indi-

vidualism
 and collectivism

.  Journal of Personality and Social Psychology, 59, 

Pp.1006-1020.

上
原
泉
・
東
洋
（
二
〇
〇
五
）．
物
語
作
成
の
際
に
重
視
す
る
項
目
は
何
か

―
日
中
比

較
の
中
間
報
告

―
．
発
達
研
究
、
一
九
、
55
―
64
頁
．

上
原
泉
・
東
洋
（
二
〇
〇
七
）．
日
本
・
中
国
・
米
国
の
学
生
が
重
視
す
る
主
人
公
の
特

徴
・
発
達
研
究
、
二
一
、
55
―
68
頁
．

上
原
泉
・
東
洋（
二
〇
〇
七
）．主
人
公
に
つ
い
て
重
視
す
る
項
目
の
日
中
比
較

―
性
差
、

世
代
差
の
検
討

―
．
平
成
一
七
年
度
～
平
成
一
八
年
度
科
学
研
究
補
助
金
［
基
盤

研
究（
Ｂ
）］研
究
成
果
報
告
書「
行
為
の
記
述
・
推
測
・
判
断
に
お
け
る
文
化
的
要
因
：

国
際
比
較
と
国
内
変
動
の
総
合
的
研
究
」、
4
―
12
頁
．



54

上
村
佳
世
子
・
柿
沼
美
紀
（
二
〇
〇
六
）.

文
化
的
学
習
の
場
面
と
し
て
の
母
子
の
語

り
（
二
）

―
東
京
・
山
形
・
沖
縄
に
お
け
る
社
会
的
相
互
行
為

―
．
発
達
研
究
、

二
〇
、
23
―
32
頁
．

山
本
登
志
哉
（
二
〇
〇
八
）． 

お
小
遣
い
か
ら
見
え
て
く
る
親
子
・
友
達
関
係
発
達
の

文
化
性

―
日
韓
中
越
国
際
共
同
研
究
か
ら 

（
特
集 

東
ア
ジ
ア
文
化
の
心
理
学
）．

心
理
学
ワ
ー
ル
ド
、
四
〇
、
5
―
8
頁
．



55

———　ことばと空間　———

め
て
い
た
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
学
習
院
教
頭
、
第
五
高
等
中
学
校
長
、

第
一
高
等
中
学
校
長
、
文
部
省
に
長
く
か
か
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
他
に
私

塾
で
あ
る
嘉
納
塾
等
に
か
か
わ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
教
育
関
係
の
他
に
、
留
学
生
教
育
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
留
学
生
教
育
は
清
国
人
留
学
生
を
対
象
と

し
た
宏
文
学
院
（
一
八
九
六
年
：
明
治
二
十
九
年
─
一
九
〇
九
年
：
明
治
四
十

年
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
嘉
納
の
留
学
生
教
育
や
宏
文
学
院
に
つ
い
て

の
研
究
は
酒
井

10
、
老
松

11
ら
を
始
め
と
し
て
様
々
行
わ
れ
て
い
る
。

　

嘉
納
に
関
す
る
留
学
生
問
題
に
つ
い
て
、
新
民
叢
報
第
二
十
三
号
、

第
二
十
四
号
余
録
に
「
支
那
教
育
問
題
」
と
し
て
嘉
納
の
講
話
と
留

学
生
と
の
対
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
二
十
三
号
は
講
話
を
中
心
と
し

て
、
二
十
四
号
は
留
学
生
楊
度
と
の
対
話
を
中
心
と
し
た
内
容
で
あ
る
。

二
十
三
号
の
講
話
内
容
は
嘉
納
の
教
育
に
つ
い
て
の
発
言
内
容
が
多
く

所
見
で
き
る
。
従
来
行
っ
て
き
た
嘉
納
研
究
は
、
嘉
納
の
教
育
に
つ
い
て

の
嘉
納
や
日
本
人
に
よ
る
資
料
を
基
に
し
た
考
察
が
多
い
が
、
今
回
は
、

清
国
人
：
外
国
人
が
刊
行
し
た
新
民
叢
報
二
十
三
号
に
多
く
見
ら
れ
る

嘉
納
の
教
育
思
想
に
つ
い
て
、
従
前
か
ら
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
、
検

討
・
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

新
民
叢
報
第
二
十
三
号
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
教
育
思
想

東
憲
一

一
、
は
じ
め
に

　

嘉
納
治
五
郎
に
つ
い
て
は
、
一
連
の
拙
稿
「
嘉
納
治
五
郎
の
研
究
の
動

向
と
課
題
」

1
、「
学
校
教
育
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
」

2
、「
熊
本
に
お

け
る
嘉
納
治
五
郎
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」

3
、「
嘉
納
治
五
郎
と

柔
道
、
教
育
、
ス
ポ
ー
ツ
の
か
か
わ
り
」

4
、「
嘉
納
治
五
郎
と
臨
時
教

育
会
議
」

5
、「
臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
体
育
思
想
」

6
、

「
臨
時
教
育
会
議
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
」

7
、「
貴
族
院
に
お
け
る
嘉
納

治
五
郎
」

8 

、「
嘉
納
治
五
郎
再
考
」

9
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に

主
に
教
育
の
面
か
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
。

　

嘉
納
治
五
郎
（
一
八
六
〇
年
：
万
延
元
年
─
一
九
三
八
年
：
昭
和
一
三
年
）

は
柔
道
の
父
、
教
育
の
父
、
ス
ポ
ー
ツ
の
父
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
柔
道
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
柔
術
・
柔
を
も
と
に
講
道
館
柔

道
を
創
始
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
は
第
一
代
大
日
本
体
育
協
会
会
長

を
務
め
、
ア
ジ
ア
初
の
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
委
員
と
し
て
選
出
さ

れ
、
第
五
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
（
一
九
一
二
年
：

明
治
四
十
五
年
）
に
役
員
二
名
、
選
手
二
名
の
役
員
と
し
て
参
加
し
た
。

ま
た
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
に
お
い
て
、
一
九
三
八
年
（
昭
和

一
三
年
）、
第
十
七
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
東
京
大
会
の
招
致
を
成
功
さ
せ
た
。

　

教
育
に
つ
い
て
は
、
東
京
高
等
師
範
学
校
校
長
三
期
約
二
十
六
年
を
勤
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二
　
資
料
と
そ
の
考
察
に
つ
い
て

　

資
料
と
し
て
、
新
民
叢
報
（
一
九
〇
二
年
：
明
治
三
十
五
年
─
一
九
〇
七

年:
明
治
四
十
年
）
の
影
印
版
（
台
北
、芸
文
印
書
館
一
九
六
六
）
二
十
三
号
、

二
十
四
号
余
録
「
支
那
教
育
問
題
」
に
つ
い
て
、
日
本
語
訳
（
本
学
卒
業

生
小
松
宏
一
氏
訳
）
さ
れ
た
内
容
を
も
と
に
し
た
。
宏
文
学
院
や
新
民
叢

報
に
つ
い
て
の
研
究
は
内
外
に
お
い
て
様
々
行
わ
れ
て
い
る
が
、
嘉
納
の

教
育
思
想
と
の
直
接
的
な
比
較
検
討
は
見
ら
れ
な
い
。
嘉
納
の
教
育
に
つ

い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
拙
稿
（
注
の
1
か
ら
9
を
参
照
）
や
、
そ
の
他

の
文
献
と
と
も
に
今
回
は
二
十
三
号
に
み
ら
れ
る
嘉
納
の
教
育
思
想
に

つ
い
て
比
較
検
討
を
行
っ
た
。

三
　
本
論

1　

梁
啓
超
に
つ
い
て

　

新
民
叢
報
の
主
筆
で
あ
る
梁
啓
超
（
一
八
七
三
年
：
明
治
六
年
─

一
九
二
十
九
年
：
昭
和
四
年
）
は
清
国
に
お
け
る
政
治
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
さ
れ
る
。
日
本
に
亡
命
後
、
新
民
叢
報
他
の
諸
雑
誌
を
刊
行
し
、
啓

蒙
活
動
に
あ
た
っ
た
。

2　

楊
度
に
つ
い
て

  

二
十
三
号
後
半
と
、
二
十
四
号
は
嘉
納
と
楊
度
（
一
八
七
五
年
：
明
治
八

年
─
一
九
三
一
年
：
昭
和
六
年
）
と
の
論
議
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
楊
度

は
政
治
家
・
学
者
と
さ
れ
る
。
楊
度
は
清
国
人
留
学
生
と
し
て
日
本
に
留

学
し
、
宏
文
学
院
で
学
ん
だ
後
、
法
政
大
学
及
び
早
稲
田
大
学
の
前
身
で

学
ん
だ

12
。

3　

新
民
叢
報
に
つ
い
て

　

新
民
叢
報
（
一
九
〇
二
年
：
明
治
三
十
五
年
─
一
九
〇
七
年:

明
治
四
十
年
）

は
横
浜
に
お
い
て
全
九
六
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
各
号
の
内
容
は
多
岐
に
わ

た
る
。
二
十
三
号
、
二
十
四
号
余
録
は
「
支
那
教
育
問
題
」
と
し
て
、
宏

文
学
院
に
お
け
る
嘉
納
の
講
話
と
、
嘉
納
と
宏
文
学
院
留
学
生
楊
度
と
の

論
議
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
二
十
三
号
は
嘉
納
の
講
話
が
中
心
で
あ
り
、

二
十
三
号
後
半
は
二
十
四
号
に
続
く
楊
度
と
の
論
議
が
始
ま
る
。
二
十
四

号
は
主
に
嘉
納
と
楊
度
と
の
論
議
が
中
心
で
あ
る
。

3
―
１　

二
十
三
号
の
余
録
「
支
那
教
育
問
題
」
の
構
成
内
容
の
概
略

　
「
光
緒
二
八
年
（
一
九
〇
二
年
）
よ
り
日
本
は
支
那
に
代
わ
り
自
ら
教
育

を
興
す
こ
と
を
任
と
し
た
。
そ
の
翌
年
、
文
部
省
、
外
務
省
は
協
力
し
て

東
京
に
宏
文
学
院
を
創
設
し
、
支
那
遊
学
人
を
教
育
し
た
。
高
等
師
範
学

校
長
嘉
納
治
五
郎
が
こ
れ
を
主
導
し
、
中
に
教
育
の
一
科
を
設
け
、
速
成

と
普
通
の
二
部
門
に
分
け
た
。
中
国
各
省
は
速
成
師
範
学
生
を
派
遣
し
た

が
、
湖
南
省
の
十
人
が
ま
ず
入
学
し
た
。
…
…
そ
し
て
各
省
の
士
大
夫
で

教
育
目
的
で
日
本
に
遊
学
し
た
者
は
湖
南
省
の
…
…
楊
度
…
…
ら
で
あ
っ

た
。
…
…
嘉
納
は
支
那
の
た
め
に
ま
さ
に
教
育
を
興
さ
ん
と
し
て
い
た
。

北
京
、
江
蘇
、
浙
江
、
湖
北
、
湖
南
等
の
省
を
歴
訪
し
、
そ
の
国
政
と
民

風
を
見
て
教
育
の
本
旨
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
」

13
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
嘉
納
は
明
治
三
十
五
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
十

月
一
六
日
ま
で
約
三
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
清
国
を
視
察
し
て
い
る

14
。
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———　ことばと空間　———

  

「
嘉
納
の
帰
国
後
、
丁
度
、
湖
南
速
成
師
範
生
が
満
期
帰
国
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
嘉
納
は
西
暦
十
月
二
十
一
日
、
講
演
す
る
こ
と
と
し
た
。

湖
南
省
及
各
省
の
師
範
生
が
多
く
集
合
し
た
。
し
か
し
、
傍
聴
者
は
湖
南

の
載
展
誠
君
、
楊
度
君
の
み
が
来
た
」

15

　

二
十
三
号
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
か
ら
講
演
後
間
も

な
い
時
期
に
嘉
納
の
講
演
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

十
月
二
十
一
日
の
宏
文
学
院
で
の
講
演
内
容
は
、
清
国
視
察
の
帰
国
報

告
、
清
国
視
察
の
思
い
を
述
べ
て
み
た
い
と
語
っ
て
い
る
。
特
に
普
通
教

育
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

十
月
二
十
三
日
の
宏
文
学
院
で
の
講
演
は
実
業
教
育
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。

4　

一
九
二
十
五
年
（
明
治
三
十
五
年
）
十
月
二
十
一
日
の
講
演
内
容
に

つ
い
て　

「
私
は
教
育
と
い
う
問
題
の
た
め
に
貴
国
を
訪
ね
今
帰
国
し
ま
し
た
。
そ

の
視
察
に
よ
り
多
少
思
う
こ
と
が
あ
り
、
今
、
湖
南
の
師
範
諸
君
が
帰
国

さ
れ
る
に
あ
た
り
、
少
し
く
思
い
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
も
の
で
す
。

教
育
の
種
類
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
普
通
・
専
門
・
実
業
・
美
術
な
ど

で
す
が
、
貴
国
の
今
日
の
情
勢
か
ら
み
て
最
も
急
な
る
も
の
は
普
通
と
実

業
の
二
種
で
専
門
・
美
術
は
そ
の
次
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
今
は
ま
ず
普
通

教
育
に
つ
い
て
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
普
通
と
い
う
の
は
専
門
の
対
立
語
で

す
。
ま
た
、
専
門
の
た
め
の
基
礎
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、

普
通
教
育
が
な
け
れ
ば
い
き
な
り
専
門
に
進
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
理

科
に
つ
い
て
は
特
に
そ
う
で
す
。（
中
略
）
普
通
教
育
の
い
か
る
所
以
は
基

本
的
に
三
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。」

16

4
─
1　

「
目
的
の
一　

道
徳
教
育　
（
1
）
智
識　
（
2
）
智
識
と
情
（
行
為
）
の

連
携　
（
3
）
習
慣

　

智
識
と
い
う
の
は
国
民
の
心
得
と
個
人
の
心
得
を
し
て
深
く
そ
の
理
を
明

ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）（
2
）
智
識
と
情
の
連
携
と
い
う
の

は
そ
の
行
為
が
善
で
あ
れ
ば
心
は
愉
快
で
あ
り
、
不
善
で
あ
れ
ば
恥
じ
恐
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）（
3
）
習
慣
と
は
徐
々
に
し
み
込
ん
で
い

く
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
善
を
な
し
て
困
難
と
思
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
強
制
す
る
必
要
は
な
く
、
自
然
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
三
者
を
徳
育
と
い
う
。
国
民
に
こ
の
徳
育
の
根
底
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば

専
門
の
学
な
く
て
も
公
衆
の
災
、
国
家
の
害
に
な
ら
な
い
。」

17

4
─
2　

「
目
的
の
二　

智
識　
（
1
）
生
活
上
必
須
の
智
識　
（
2
）
高
等
教
育
の

基
礎　
（
3
）
国
に
は
少
数
の
高
等
智
識
の
人
と
必
ず
多
数
の
普
通
智
識
の

人
が
い
る
。

　
（
1
）
生
活
上
必
須
の
智
識
と
は
国
民
の
高
い
学
問
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
が
こ
れ
を
得
て
、
充
分
に
利
用
し
て
自
ら
の
生
活
を
は
か
る
も

の
で
あ
る
。
嘉
納
氏
は
こ
こ
ま
で
話
し
た
と
き
、
湖
南
師
範
生
に
問
う
て

曰
く
、（
中
略
）
高
等
教
育
の
根
底
の
理
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
た
ま
え
。

師
範
生
が
語
る
。（
中
略
）
嘉
納
氏
曰
く
国
に
少
数
の
高
等
智
識
の
人
が
お
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り
、
ま
た
多
数
の
普
通
智
識
の
人
が
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

一
つ
の
も
の
に
ま
と
ま
る
必
要
が
あ
る
。
一
人
が
知
り
、
多
数
は
ぼ
ん
や

り
と
し
て
い
る
の
で
は
事
は
成
ら
な
い
。
か
く
し
て
普
通
の
学
問
を
も
っ

て
専
門
学
の
用
に
備
え
、
こ
れ
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三

者
を
智
育
と
い
う
。
国
民
の
智
識
程
度
が
高
け
れ
ば
す
な
わ
ち
国
家
の
智

識
程
度
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
人
口
は
四
千
万
あ
り
、
数
と
し
て

は
フ
ラ
ン
ス
に
匹
敵
す
る
。
し
か
し
、
国
税
の
額
は
こ
れ
に
及
ば
ず
国
民

の
学
問
は
な
お
自
然
と
人
為
の
利
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て

国
民
の
程
度
も
及
ば
な
い
。
国
家
の
程
度
も
遠
く
及
ば
な
い
。
貴
国
は
人

口
は
四
億
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
は
そ
の
力
を
発
揮
で
き
ず
、
国
力
は
日

に
衰
え
て
い
る
。
も
し
、
他
日
、
皆
智
育
を
得
て
そ
の
程
度
が
高
ま
れ
ば

フ
ラ
ン
ス
に
十
倍
す
る
人
数
は
国
力
も
ま
た
十
倍
に
成
育
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
教
育
上
の
法
則
に
よ
り
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」

18

4
─
3　「

目
的
の
三　

身
体
強
健

　

こ
こ
で
い
う
体
育
と
い
う
の
は
国
民
を
し
て
労
働
に
慣
れ
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
健
康
で
す
ば
し
こ
い
者
が
大
き
い
任
務
を
に
な
い
国
事

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
身
体
が
弱
い
が
ゆ
え
に
精
神
が
ま
と
ま
ら

ず
、気
力
も
な
く
、国
事
の
進
歩
を
阻
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

国
民
に
こ
の
体
育
が
あ
れ
ば
国
に
政
の
お
こ
た
り
な
く
、（
中
略
）
戦
わ
ず

し
て
も
力
を
示
す
こ
と
が
出
来
、
強
国
の
容
が
あ
る
。
今
日
の
世
界
は
人

種
の
競
争
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
人
種
の
一
要
件
で
あ
る
。」

19　
　

　
「
今
す
で
に
三
目
的
の
列
挙
を
終
え
た
の
で
貴
国
に
適
す
る
方
法
に
つ
い

て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。

　
徳
育
に
つ
い
て
は
孔
子
の
道
を
用
い
る
の
が
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

必
ず
学
ぶ
者
に
そ
の
精
理
を
体
得
さ
せ
て
教
科
書
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

浅
き
よ
り
深
い
に
入
り
、
祖
か
ら
精
に
入
り
、
幼
児
及
び
児
童
に
教
え
る

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
世
界
の
大
勢
を
調
べ
は
か
り
、
国
民
の
よ
い
性
格

を
養
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）

　
智
育
に
お
い
て
は
基
礎
が
重
要
で
あ
る
。
空
理
に
走
ら
ず
、
実
理
を
重

ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貴
国
で
は
こ
の
方
面
の
学
問
を
知
る
人
は
き

わ
め
て
少
な
い
。
も
し
、
教
育
で
徳
育
の
み
を
重
視
す
る
な
ら
ば
こ
の
こ

と
は
末
の
こ
と
に
な
る
。
国
民
は
た
だ
国
語
の
精
神
の
み
あ
っ
て
こ
れ
を

指
示
す
る
芸
術
工
商
の
こ
と
は
人
任
せ
で
自
立
の
備
え
が
な
い
。
も
し
、

時
勢
の
必
要
が
急
で
あ
り
、
し
ば
し
普
通
を
学
ば
ず
、
急
ぎ
専
門
を
な
ら

う
の
は
そ
れ
は
便
宜
の
方
法
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
普
通
が
不
足
す
る
と

必
ず
様
々
な
障
害
が
出
て
き
て
普
通
を
補
い
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
こ
れ
は
急
が
ば
廻
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
以
下
略
）

　
体
育
は
重
文
軽
武
の
国
に
あ
っ
て
は
他
国
に
比
し
て
重
大
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
積
弱
の
弊
害
を
挽
回
し
て
強
健
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

貴
国
の
人
士
は
学
問
は
や
や
優
れ
る
も
の
の
、
身
体
は
や
せ
お
と
ろ
え
、

国
事
を
担
当
す
る
気
力
も
な
い
。
国
家
に
は
何
が
重
要
か
。
こ
う
い
う
人

は
無
用
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
国
民
が
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
強
い
精
神

で
国
力
を
進
め
健
全
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
今
日
の
弱
体
は
ま
た
そ

の
所
以
で
あ
る
。
今
は
速
や
か
に
文
者
は
武
を
な
ら
い
、
武
者
は
文
を
な

ら
い
、
互
い
に
短
所
・
長
所
を
補
い
あ
っ
て
、
片
や
頭
脳
を
開
化
し
片
や

体
力
を
つ
よ
く
し
て
重
文
軽
武
の
風
を
逆
転
さ
せ
、
全
国
皆
兵
の
利
を
実

行
し
、
尚
武
の
精
神
を
養
い
、
こ
れ
を
学
問
を
以
て
支
え
る
な
ら
ば
国
が
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ど
う
し
て
強
く
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
今
、
学
校
は
す
べ
て

体
操
を
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
を
軽
視
す
る
書
人
は
こ
れ
を
児
戯

と
み
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
一
顧
も
せ
ず
、
是
非
実
行
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
学
校
を
多
く
作
り
、
疾
病
を
防
ぎ
、
国
民
の
成
育
を
保

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

20

4
─
4

　

「
教
員
養
成
に
つ
い
て

　

小
学
校
の
教
員
の
養
成
が
急
務
で
あ
る
。
国
民
教
育
の
根
本
は
そ
の
創

造
に
よ
る
。（
中
略
）
教
員
は
師
範
学
校
の
卒
業
生
を
正
式
の
も
の
と
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
師
範
の
前
に
普
通
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
あ
と

に
教
育
学
を
云
々
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
貴
国
は
今
は
こ
れ
を
行
う
の
は

難
し
い
だ
ろ
う
。
中
学
校
と
師
範
学
校
を
分
け
な
い
で
そ
の
中
間
的
な
学

校
を
作
り
、
卒
業
生
を
あ
る
者
は
教
員
に
、
あ
る
者
は
専
門
を
勉
強
さ
せ

る
の
も
よ
か
ろ
う
。（
中
略
）
教
育
者
は
普
通
の
学
が
な
い
と
確
実
に
人
を

教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
、
普
通
を
学
ん
だ
者
も
教
育
の
方
法
に

習
熟
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
教
員
に
充
当
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

二
つ
を
兼
ね
備
え
た
者
の
養
成
に
は
相
当
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。」

21

　
「
大
学
校
は
各
専
門
の
程
度
の
非
常
に
高
い
も
の
い
い
、
今
貴
国
で
は
各

省
で
命
令
で
大
学
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
私
の
考
え
で
は
う
ま
く
い

っ
て
も
漢
籍
を
学
ん
だ
者
を
取
る
の
が
関
の
山
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
中

略
）
従
っ
て
貴
国
で
も
他
は
大
学
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
が
、
今

は
し
ば
し
延
期
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

22

　

「
専
門
で
は
医
学
と
法
学
の
二
つ
の
専
門
学
校
は
た
だ
ち
に
作
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
ま
ず
、
普
通
を
学
ば
せ
る
の
も
又
容
易
だ
ろ
う
と

思
う
。
」

23

　
「
法
学
は
必
ず
し
も
普
通
学
の
準
備
を
必
要
と
は
せ
ず
に
た
だ
ち
に
学
ぶ

こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
今
、
た
だ
ち
に
学
校
を
建
設
し
、
人
々
に
各
国

の
政
治
体
制
と
法
制
、
経
済
に
通
じ
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」

24
。

　

以
上
の
こ
と
は
嘉
納
が
清
国
視
察
を
終
え
て
宏
文
学
院
の
清
国
人
留
学

生
に
語
っ
た
教
育
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。

　

嘉
納
が
清
国
視
察
に
出
か
け
た
の
は
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五

年
）
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。
嘉
納
四
十
三
歳
、
高
等
師
範
学
校
長
の
時
で

あ
る
。
啓
蒙
雑
誌
「
國
士
」
の
発
行
が
明
治
三
一
年
十
月
で
あ
り
、
宏
文

学
院
に
お
け
る
講
話
が
、
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）
十
月
二
十
一

日
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
國
士
」
に
宏
文
学
院
で
の
講
話
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
検
索
し
た
が
掲
載
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
「
國

士
」
第
六
巻
第
五
十
号
（
明
治
三
十
五
年
十
一
月
十
日
）
、
同
五
十
一
号

（
明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
日
）
巻
頭
に
清
国
巡
遊
所
感
（
一
）
、
（
二
）

と
し
て
清
国
視
察
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
清
国
巡
遊
所
感

（
三
）
に
お
い
て
官
吏
登
用
試
験
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
宏

文
学
院
の
講
演
と
結
び
つ
く
も
の
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
「
一
国
の

学
問
の
方
法
が
そ
の
国
の
興
廃
に
関
す
る
如
何
に
大
な
る
も
の
か
は
容
易

に
之
を
知
る
を
得
べ
し
。
我
が
国
に
於
け
る
教
育
の
方
法
の
如
き
も
今
日

一
歩
を
誤
る
時
は
…
…
」
と
述
べ
、
清
国
に
於
け
る
教
育
の
状
況
を
批
判

的
に
述
べ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
当
時
の
嘉
納
は
高
等
師
範
学
校
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
嘉
納
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な
り
の
教
育
理
念
を
も
と
に
校
長
と
し
て
の
教
育
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
嘉
納
の
言
説
に
関
す
る
資
料
目
録
と
し
て
は

田
中
ら
の
に
詳
し
い
が

25 

26
、
資
料
収
集
に
課
題
が
残
り
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。
今
回
は
嘉
納
の
教
育
思
想
に
つ
い
て
の
公
的
な
集
大
成
で
あ

る
臨
時
教
育
会
議
委
員 

27 

28 

29 

30　

、
貴
族
院
議
員

31
の
発
言
か
ら
検
討
し

て
み
る
。

　

臨
時
教
育
会
議
は
一
九
一
七
年（
大
正
六
年
）─
一
九
一
九
年（
大
正
八
年
）

に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
。
嘉
委
員
と
し
て
出
席
し
、教
育
に
関
す
る
様
々

な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
嘉
納
が
東
京
高
等
師
範
学
校
長
最
後
の

在
任
期
間
に
あ
た
る
。
従
っ
て
学
校
教
育
現
場
に
於
け
る
最
後
の
発
言
と

考
え
ら
れ
る
。
貴
族
院
議
員
は
一
九
二
一
年
（
大
正
十
年
）
─
一
九
三
八

年
（
昭
和
一
三
年
）
の
在
任
で
あ
る
が
こ
れ
も
教
育
に
関
す
る
様
々
な
発

言
を
行
っ
て
い
る
。
貴
族
院
に
お
け
る
様
々
な
教
育
に
関
す
る
発
言
は
臨

時
教
育
会
議
を
も
と
に
し
た
発
言
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
臨
時
教
育
会
議

の
発
言
内
容
を
も
と
に
宏
文
学
院
十
月
二
十
一
日
の
教
育
に
関
す
る
発
言

内
の
比
較
検
討
を
行
う
。

１ 

道
徳
教
育
に
つ
い
て

　

嘉
納
は
道
徳
教
育
に
つ
い
て
（
1
）
智
識　
（
2
）
智
識
と
情
（
行
為
）

の
連
携　
（
3
）
習
慣
と
述
べ
て
い
る
。
臨
時
教
育
会
議
第
三
回
総
会

一
九
一
七
年
（
大
正
六
年
）「
小
学
校
教
育
ニ
関
ス
ル
」
審
議
に
お
い
て
、

「
…
…
日
本
は
教
育
勅
語
と
い
う
教
育
、
道
徳
と
い
う
指
針
が
あ
り
な
が
ら

そ
の
方
法
を
知
ら
な
し
、
現
在
の
道
徳
の
退
潮
を
嘆
い
て
い
る
。
嘉
納
が

こ
こ
で
い
う
道
徳
は
、
学
校
教
育
だ
け
が
道
徳
の
場
で
な
く
、
社
会
全
体

の
勤
労
等
を
含
め
た
道
徳
教
育
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
」

32
。

　

ま
た
、

「
嘉
納
は
臨
時
教
育
会
議
の
か
な
り
多
く
の
発
言
部
分
で
「
道
徳
」
に
つ
い

て
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
が
、
狭
い
部
分
の
道
徳
だ
け
で
な
く
、
国
民
全

体
の
道
徳
の
指
針
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
」

33
。

　

ま
た
、
臨
時
教
育
会
議
に
お
い
て
、
高
等
普
通
教
育
や
通
俗
教
育
に
お

い
て
も
「
徳
育
」
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

32 

33
。

　

嘉
納
の
啓
蒙
雑
誌
「
國
士
」、「
柔
道
」、「
有
効
の
活
動
」、「
大
勢
」、「
作

興
」
等
や
そ
の
他
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
道
徳
・
徳
育
に
関
す
る
内
容
は

多
数
み
ら
れ
る
が
、「
精
力
善
用
」、「
自
他
共
栄
」
に
通
じ
る
道
徳
的
な

理
念
の
基
本
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
弘
文
学
院
に

お
け
る
道
徳
教
育
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
も
そ
の
後
の
嘉
納
の
道
徳
教

育
に
関
す
る
理
念
と
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
た
。

２ 

智
識
に
つ
い
て

　

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
も
嘉
納
の
啓
蒙
雑
誌
「
國
士
」、「
柔

道
」、「
有
効
の
活
動
」、「
大
勢
」、「
作
興
」
等
や
そ
の
他
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
た
内
容
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
普
通
」
と
い
う

こ
と
は
弘
文
学
院
の
み
な
ら
ず
各
種
啓
蒙
雑
誌
、
臨
時
教
育
会
議
の
発
言
、

貴
族
院
議
員
の
発
言
に
よ
く
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
や
智
識
と
し
て

基
礎
的
な
習
得
の
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社

会
的
な
常
識
、
基
礎
的
な
学
力
、
教
養
と
い
う
も
の
が
専
門
教
育
の
前
提

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

３ 

身
体
強
健
に
つ
い
て



61

———　ことばと空間　———

　

嘉
納
が
講
道
館
柔
道
を
創
始
し
た
の
が
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）

二
十
二
歳
の
時
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
か
ら
柔
道
、
す
な
わ
ち
身
体
運
動
の

効
果
に
つ
い
て
は
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
項
に
つ
い
て
は

身
体
、
健
康
は
国
家
の
用
に
結
び
つ
く
と
述
べ
て
い
る
。
臨
時
教
育
会
議

に
お
い
て
も
様
々
な
体
育
に
関
す
る
発
言
が
み
ら
れ
る
。
嘉
納
は
、
体
育

の
持
つ
価
値
は
身
体
と
精
神
で
あ
り
、
教
育
の
目
的
で
あ
る
知
育
、
徳
育

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
啓
蒙
雑
誌
や
講
演
に

お
い
て
も
様
々
な
視
点
か
ら
体
育
の
効
用
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
弘

文
学
院
に
お
け
る
講
演
に
お
い
て
は
国
家
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

点
が
み
ら
れ
た
。

４ 

教
員
養
成
に
つ
い
て

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
一
貫
し
た
師
範
学
校
や
高
等
師
範
学
校
の
立
場
を
代

弁
し
た
も
の
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。
弘
文
学
院
に
お
け
る
師
範
教
育
に
関
す
る
発
言
は
嘉

納
の
師
範
教
育
に
関
す
る
理
念
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

５ 

楊
度
の
発
言
に
つ
い
て

　

最
後
に
楊
度
が
質
問
し
て
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
。「
我
が
国
の
教

育
に
つ
い
て
の
普
通
と
専
門
、
緩
急
前
後
に
つ
い
て
は
先
生
の
言
わ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
皆
当
然
の
こ
と
で
敬
服
す
る
と
い
う
程
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
平
和
主
義
に
あ
り
と
い
う

の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
万
や
む
を
得
ず
和
平
主
義
を
す
て
、
激
烈
に
走
る

と
い
う
の
が
実
情
で
す
。
先
生
の
学
術
的
な
眼
で
我
が
国
を
観
察
さ
れ
た

の
で
は
、
そ
の
社
会
的
情
勢
に
つ
い
て
見
通
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
我
が
国
の
こ
と
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
皆

知
っ
て
い
ま
す
」

34
。
楊
度
は
清
国
の
実
情
を
話
し
、
嘉
納
の
理
想
論
に

つ
い
て
反
論
し
て
い
る
。
嘉
納
は
「
君
の
言
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と

思
う
。
貴
国
の
実
情
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
時
勢
い

か
ん
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
話
は
次
回
に
し
よ
う
。
そ

の
時
君
と
論
じ
合
お
う
。
か
く
て
各
自
散
会
し
た
」

35
。
こ
こ
に
お
い
て

注
目
す
べ
き
は
嘉
納
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
人
に
お
い
て
、

嘉
納
に
反
論
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本

論
の
趣
旨
で
は
な
い
が 

、
嘉
納
と
楊
度
の
議
論
に
つ
い
て
、
嘉
納
の
発

言
の
変
化
に
注
目
し
た
い
。

６ 

一
九
二
五
年
（
明
治
三
十
五
年
）
十
月
二
十
三
日
の
講
演
内
容
に
つ
い

て
　
「
高
等
実
業
は
即
ち
専
門
で
あ
る
。
必
ず
普
通
学
の
準
備
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
理
論
上
の
実
業
教
育
に
つ
い
て
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
実
際
の
実
業
教
育
に
つ
い
て
は
普
通
学
の
準
備
が
な
く
て
も
よ

い
」36
。実
業
教
育
に
つ
い
て
嘉
納
は
臨
時
教
育
会
議
で
発
言
し
て
い
る
が
、

働
き
な
が
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
、
普
通
学
に
つ
い
て
は
触
れ

て
い
な
い
。

三
　
ま
と
め

　

新
民
叢
報
第
二
十
三
号
、
第
二
十
四
号
の
余
禄
「
支
那
教
育
問
題
」
に

お
い
て  
嘉
納
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
嘉
納
の
教
育
思
想

に
つ
い
て
は
二
十
三
号
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
主
に
（
1
）

道
徳
教
育
、（
2
）
智
識　
（
3
）
身
体
強
健
で
あ
る
が
、
新
民
叢
報
に
み
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ら
れ
る
嘉
納
の
教
育
思
想
は
、
清
国
視
察
を
終
え
、
清
国
留
学
生
を
対
象

と
し
た
も
の
で
あ
り
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
が
、
そ
の

後
の
嘉
納
の
教
育
思
想
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
。
二
十
四
号
に
お
け
る

楊
度
と
の
討
論
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

資
料
の
提
供
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
本
学
卒
業
生
小
松
紘
一
氏
に
感
謝

し
ま
す
。
本
研
究
は
日
本
武
道
学
会
第
四
十
四
回
大
会
一
般
研
究
発
表

「
新
民
叢
報
に
見
る
嘉
納
治
五
郎
の
教
育
思
想
」

―
第
二
十
三
号
に
つ

い
て

―
」（
東
憲
一
、
飯
島
啓
子
）
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

1 

東
憲
一　

一
九
九
二
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
研
究
の
動
向
と
課
題
」
東
京
外
国
語
大
学

論
集
、
四
五
号
：
百
二
十
九-

百
三
十
九
頁
。

2 

東
憲
一　

一
九
九
五
年
、　
「
学
校
教
育
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
」
東
京
外
国
語
大
学

論
集
、
五
〇
号
：
一-

十
二
頁
。

3 

東
憲
一　

一
九
九
五
年
、　
「
熊
本
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー

ン
」
東
京
外
国
語
大
学
論
集
、
五
一
号
：
百
八
十
七-

二
百
二
頁
。

4 

東
憲
一　

一
九
九
六
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
と
柔
道
、
教
育
、
ス
ポ
ー
ツ
の
か
か
わ
り
」

東
京
外
国
語
大
学
論
集
、
五
二
号
：
百
九
九-

二
百
九
頁
。

5 

東
憲
一　

一
九
九
六
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
と
臨
時
教
育
会
議
」
東
京
外
国
語
大
学
論

集
、
五
三
号
：
九
九-

百
十
三
頁
。

6 

東
憲
一　

一
九
九
七
年
、　
「
臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
の
体
育
思
想
」
東

京
外
国
語
大
学
論
集
、
五
四
号
：
二
十
三
─
三
十
五
頁
。

7 

東
憲
一
、
村
田
直
樹　

一
九
九
九
年
、　
「
臨
時
教
育
会
議
に
み
る
嘉
納
治
五
郎
」
講

道
館
柔
道
科
学
研
究
会
紀
要
、
第
八
輯
、
十
一-

二
十
二
頁
。

8 

東
憲
一　

一
九
九
七
年
、　
「
貴
族
院
に
お
け
る
嘉
納
治
五
郎
」
東
京
外
国
語
大
学
論

集
、
六
三
号
：
九
九-

百
十
三
頁
。

9 

東
憲
一　

二
〇
〇
二
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
再
考
」Sym

posion 

、N
r.17

：45-54

、

ド
イ
ツ
語
学
文
学
研
究
会
編
。

10 

酒
井
順
一
郎　

二
〇
一
〇
年
、　
「
清
国
人
日
本
留
学
生
の
言
語
文
化
接
触　

相
互
誤

解
の
日
中
教
育
文
化
交
流
」、
ひ
つ
じ
書
房
。

11 

老
松
信
一　

一
九
七
六
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
の
中
国
人
留
学
生
教
育
」
日
本
武
道
学

会
第
八
回
大
会
研
究
発
表
抄
録

12 

前
掲
書
（
注
10
を
参
照
）

13 

小
松
氏
訳
文
よ
り
。

14 

嘉
納
治
五
郎　

一
九
九
八
年
、　
「
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
年
）　

七
月
二
十
一

日
、公
命
を
も
っ
て
、清
国
視
察
の
た
め
、新
橋
出
発
。
七
月
二
十
三
日
清
国
に
着
く
。

十
月
十
六
日
帰
国
」
講
道
館
監
修
「
嘉
納
治
五
郎
体
系
第
１
３
巻
」
本
の
友
社
。

15 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

16 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

17 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

18 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

19 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

20 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

21 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

22 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

23 
前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

24 
前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）

25 

田
中
洋
平
、
石
川
美
久　

二
〇
〇
九
年　
「
嘉
納
治
五
郎
の
言
説
に
関
す
る
資
料
目

録
（
1
）　

」
―
『
嘉
納
治
五
郎
体
系
』
未
収
録
史
料
（
明
治
期
）
を
中
心
に
―  

、
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武
道
学
研
究
、
第
四
二
号
―
二
三
三
―
二
四
六
頁
。

26 
田
中
洋
平
、
石
川
美
久　

二
〇
一
一
年
、　
「
嘉
納
治
五
郎
の
言
説
に
関
す
る
資
料
目

録
（
２
）」
―
『
嘉
納
治
五
郎
体
系
』
未
収
録
史
料
（
大
正
期
）
を
中
心
に
―  

、
武

道
学
研
究
、
第
四
三
―
二
号
、
二
五
―
四
〇
頁
。

27 

前
掲
書
（
注
5
を
参
照
）　

28 

前
掲
書
（
注
6
を
参
照
）　

29 

前
掲
書
（
注
7
を
参
照
）　

30 

海
後
宗
臣
編　

一
九
六
一
年
、　
「
臨
時
教
育
会
議
の
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
。

31 

前
掲
書
（
注
8
を
参
照
）　           

32 

前
掲
書
（
注
5
を
参
照
）　

33 

前
掲
書
（
注
5
を
参
照
）　

34 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

35 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　

36 

前
掲
書
（
注
13
を
参
照
）　
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こ
と
に
よ
り
、
日
本
紀
講
書
の
位
相
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
を
企
図

す
る
。
そ
こ
で
、
中
国
三
史
及
び
日
本
書
紀
の
講
書
の
性
格
や
意
義
を
反

映
す
る
様
々
な
要
素
の
中
で
、
殊
に
相
違
が
顕
著
で
あ
る
講
書
の
受
講

者
、
講
書
の
場
所
、
講
書
の
終
了
を
祝
う
竟
宴
の
状
況
に
着
目
し

4
、
両

者
の
特
徴
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
初
期
に
行
わ
れ
た
弘
仁
度
・
承
和

度
、
及
び
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
の
意
義
に
つ
い

て
再
検
討
し
た
い
。

一
、
講
書
の
受
講
者

　
講
書
の
目
的
や
意
義
は
、
講
書
の
対
象
、
即
ち
受
講
者
の
特
徴
を
考
察

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
講
書
が
如
何
な
る
人
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問

題
は
、
中
国
三
史
と
日
本
書
紀
と
の
講
書
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
作
業

と
直
接
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
本
論
に
お
い
て
、
六
国

史
を
は
じ
め
と
し
た
史
書
や
、
平
安
前
期
の
詩
文
集
に
お
け
る
関
連
資
料

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
中
国
三
史
と
日
本
書
紀
と
の
講
書
が
、
そ
の
受
講

者
の
構
成
に
お
い
て
顕
著
な
相
違
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
中

国
三
史
の
講
書
が
奈
良
時
代
か
ら
、
天
皇
及
び
国
家
官
吏
の
候
補
生
た
ち

平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
紀
講
書

      

―
中
国
三
史
の
講
書
と
の
関
わ
り
か
ら
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                                                                                     　

顧
姍
姍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
じ
め
に　

上
代
に
お
け
る
日
本
紀
講
書
は
、
弘
仁
・
承
和
・
元
慶
・
延
喜
・
承
平
・

康
保
度
の
六
回
に
亘
っ
て
行
わ
れ
て
き
た

1
。
こ
の
六
回
の
講
書
の
諸
問

題
に
つ
い
て
、
訓
詁
学
や
歴
史
学
の
分
野
で
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が

蓄
積
さ
れ
て
い
る

2
。
し
か
し
、
平
安
前
期
の
姓
氏
問
題
、
官
学
の
変
遷
、

皇
統
の
交
代
を
背
景
に
し
た
歴
史
学
の
視
座
か
ら
、
或
い
は
日
本
書
紀
の

訓
読
を
中
心
と
し
た
訓
詁
学
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
た
考
察
が
中
心
で
あ

り
、
大
学
寮
で
平
素
よ
り
開
催
さ
れ
て
い
た
中
国
三
史
（
史
記
・
漢
書
・

後
漢
書
）
の
講
書
と
日
本
紀
講
書
と
の
関
わ
り
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、

日
本
紀
講
書
の
位
相
を
捉
え
る
論
考
は
未
だ
に
少
な
い
。

近
年
、
梅
村
玲
美
氏
が
『
西
宮
記
』
に
お
け
る
日
本
紀
講
書
に
関
す
る

記
述
と
、
天
皇
「
御
読
書
」
な
ど
の
漢
籍
講
書
に
関
す
る
記
述
を
比
較

し
、「
尚
復
唱
文
」・「
詠
詩
之
冊
」 

と
い
う
側
面
に
お
け
る
両
者
の
共
通

点
を
指
摘
し
て
お
り
、
日
本
紀
講
書
の
儀
式
が
漢
籍
の
講
書
の
そ
れ
に
影

響
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る

3
。
こ
う
し
て
漢
籍

の
講
書
と
の
共
通
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
、
日
本
紀
講
書
の
位
相
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
梅
村
氏
の
研
究
方
法
に
導
か
れ
、
本
論
で
は
中
国

三
史
の
講
書
と
の
相
違
点
に
視
線
を
向
け
、
双
方
の
独
自
性
を
見
い
だ
す
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を
第
一
義
の
受
講
者
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
日
本
紀
講
書
は
、
前
者

に
お
け
る
第
一
義
の
受
講
者
で
あ
っ
た
天
皇
を
除
外
し
、
一
部
の
国
家
官

吏
を
主
な
講
書
の
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
紀
講
書

自
体
は
、
弘
仁
・
承
和
度
に
対
し
、
元
慶
度
以
降
は
、
そ
の
受
講
者
と
し

て
の
国
家
官
吏
の
構
成
上
で
大
き
な
変
貌
を
見
せ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

中
国
三
史
と
日
本
書
紀
と
の
講
書
の
受
講
者
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
、

両
者
の
特
質
を
総
合
的
に
考
え
て
み
る
。

中
国
三
史
の
講
書
の
受
講
者

中
国
三
史
の
講
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年

（
七
七
五
）
十
月
二
日
条
の
吉
備
真
備
の
薨
伝
に

平
五
年
帰
朝
、
授
正
六
位
下
、
拝
大
学
助
。
高
野
天
皇
師
之
、
受
礼
記
及

漢
書
。

天
平
五
年
に
帰
朝
し
て
、
正
六
位
の
下
を
授
け
ら
れ
、
大
学
の
助
に
拝
す
。

高
野
の
天
皇
之
を
師
と
し
て
、
礼
記
及
び
漢
書
を
受
け
給
ふ

5
。

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
天
皇
へ
の
中
国
史
の
最
古
の
講
書
は
、
遣
唐
留

学
生
の
吉
備
真
備
が
帰
朝
し
た
後
、
高
野
（
孝
謙
）
天
皇
の
在
位
期
間
、

即
ち
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
か
ら
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
ま
で

の
間
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
三
善
清
行
の
「
意
見
十
二
箇
条
」

か
ら
、
以
下
の
通
り
天
平
頃
に
吉
備
真
備
が
大
学
寮
の
学
生
に
三
史
を
学

ば
せ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

至
于
天
平
之
代
、
右
大
臣
吉
備
朝
臣
、
恢
弘
道
藝
、
親
自
伝
授
。
即
令
学

生
四
百
人
、
習
五
経
三
史
、
明
法
・
筭
術
・
音
韻
・
籕
篆
等
六
道
。（『
本

朝
文
粋
』
巻
二
「
意
見
十
二
箇
条
」）

天
平
の
代
に
至
り
、
右
大
臣
吉
備
朝
臣
、
道
藝
を
恢
弘
し
、
親
ら
伝
授
す
。

即
ち
学
生
四
百
人
を
し
て
、
五
経
三
史
・
明
法
・
筭
術
・
音
韻
・
籕
篆
等

六
道
を
習
わ
し
む

6
。

な
お
、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
十
一
月
九
日
条
に

勅
曰
、如
聞
。
頃
年
、諸
国
博
士
医
師
、多
非
其
才
、託
請
得
選
。
非
唯
損
政
、

亦
無
益
民
。
自
今
已
後
、
不
得
更
然
。
其
須
講
経
生
者
、
三
経
。
伝
生
者
、

三
史
…
…

勅
し
て
曰
は
く
、
如き

く
な
ら
く聞

。
頃
年
諸
国
の
博
士
医
師
は
、
多
く
の
其
の
才
に

非
ず
、
託
請
し
て
選
を
得
た
り
。
唯
政
を
損
な
ふ
の
み
に
非
ず
、
亦
民
に

益
す
る
こ
と
無
し
、
と
。
自い

ま

よ

り

の

ち

今
已
後
、
更
に
然
る
を
得
ざ
れ
。
其
経
を
講

ず
べ
き
生
は
三
経
を
、
伝
生
は
三
史
を
…
…

と
あ
る
よ
う
に
、
高
野
天
皇
の
退
位
の
前
年
に
、
三
史
を
読
め
る
こ
と
が

諸
国
の
伝
生
（
博
士
）
の
任
命
条
件
と
し
て
、
勅
旨
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
中
国
三
史
に
つ
い
て
は
、
天
平
期
の
朝
廷
に
よ
る
唐
の
文

化
や
政
治
制
度
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
趨
勢
の
中
で
、
中
国
か
ら
渡
来
し

て
間
も
な
く
、
天
皇
と
官
吏
の
候
補
者
を
対
象
と
し
た
講
書
の
伝
統
が
形

成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
朝
に
至
る
ま
で
、
こ
う
し
た
中
国
三
史
の
講
書
の
伝
統
は
、
引
き

続
き
継
承
さ
れ
た
。
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ま
ず
、
天
皇
へ
の
三
史
講
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
正
史
を
紐
解
く
と
、

『
類
聚
国
史
』
弘
仁
七
年
（
八
一
七
）
六
月
十
五
日
条
に
嵯
峨
天
皇
が
史
記
、

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
七
月
十
四
日
条
と
、
同
書
承
和

十
四
年
（
八
四
七
）
五
月
二
十
七
日
条
に
そ
れ
ぞ
れ
仁
明
天
皇
が
後
漢
書

と
漢
書
、『
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
四
月
二
十
八
日
条
に

清
和
天
皇
が
史
記
、『
日
本
紀
略
』
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
四
月
九
日
条

に
宇
多
天
皇
が
史
記
、
同
書
延
喜
六
年
（
九
〇
六
）
五
月
十
六
日
条
に
醍

醐
天
皇
が
史
記
を
受
講
し
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
天
皇
が
講
書
を
受
け
た
時
点
の
年
齢
を
見
る
と
、
嵯
峨
天
皇
が

四
十
歳
、
仁
明
天
皇
が
二
十
五
歳
と
三
十
七
歳
、
清
和
天
皇
が
二
十
五
歳
、

宇
多
天
皇
が
二
十
四
歳
、
醍
醐
天
皇
が
二
十
一
歳
で
あ
る
た
め
、
天
皇
が

成
人
後
自
ら
三
史
の
講
書
を
行
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
清
和
天
皇
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
天
皇
、

嵯
峨
・
仁
明
・
宇
多
・
醍
醐
天
皇
は
、
何
れ
も
積
極
的
に
親
政
の
姿
勢
を

取
っ
て
い
る
天
皇
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
国
政
を
自
ら
行
な

う
た
め
に
、
中
国
三
史
の
学
習
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
自
覚
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
国
家
官
吏
の
候
補
生
と
考
え
ら
れ
る
人
た
ち
は
、
平
安
朝
に
入

り
、
中
国
三
史
の
講
書
を
受
け
る
こ
と
が
制
度
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

天
長
元
年
（
八
二
四
）
八
月
二
十
日
の
太
政
官
符
に
は

緬
尋
古
典
、
歴
覧
前
王
、
労
於
求
賢
、
逸
於
経
国
。
伏
望
、
諸
氏
子
孫
、

咸
下
大
学
寮
、
令
習
読
経
史
。
学
業
足
用
、
量
才
授
職
者
。
宜
五
位
已
上

子
孫
、年
廿
以
下
者
、咸
下
大
学
寮
。（『
本
朝
文
粋
』
巻
二
、〇
五
五　
「
意

見
封
事　

公
卿
意
見
六
箇
條
」）

古
典
を
緬
尋
し
、
前
王
を
歴
覧
し
、
求
賢
に
労
し
、
経
国
に
逸
る
。
伏
し

て
望
む
ら
く
は
、
諸
氏
の
子
孫
、
み
な
大
学
寮
に
下
し
て
経
史
を
習
読
せ

し
め
、
学
業
用
う
る
に
足
れ
ば
、
才
を
量
り
て
職
を
授
け
ん
こ
と
を
、
よ

ろ
し
く
五
位
以
上
の
子
孫
に
し
て
年
二
十
よ
り
以
下
の
も
の
、
み
な
大
学

寮
に
下
す
べ
し
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
位
以
上
の
貴
族
た
ち
の
子
孫
は
大
学
寮
に
入
り
、

経
書
と
共
に
史
書
を
勉
強
し
、
卒
業
後
は
才
能
に
応
じ
て
官
吏
に
登
用
す

る
国
家
の
政
策
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
そ
の
根
本
的
な
目
的
に

つ
い
て
は
、「
求
賢
」「
経
国
」
に
あ
る
と
も
明
言
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め

て
政
教
的
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
「
大
学
式
」
に
関
す
る
定
め
に

凡
擬
文
章
生
、
以
廿
人
為
限
、
補
其
闕
者
。
待
博
士
挙
、
即
寮
博
士
共
試

一
史
文
五
条
、
以
通
三
以
上
者
補
之
。

凡
そ
擬
文
章
生
、
廿
人
を
以
て
限
り
と
為
せ
、
其
の
闕
を
補
せ
ん
に
は
、

博
士
の
挙
を
待
ち
て
、
即
ち
寮
・
博
士
共
も
に
一
史
文
五
条
を
試
し
、
三

以
上
に
通
ず
る
者
を
以
て
之
れ
に
補
せ

7
。

と
あ
る
よ
う
に
、
大
学
寮
の
寮
試
で
は
史
記
・
漢
書
・
後
漢
書
の
う
ち
、

一
史
の
五
条
を
読
ま
せ
、
三
条
以
上
に
通
じ
た
者
を
合
格
と
す
る
と
定
め

ら
れ
て
い
る

8
。
な
お
、
久
木
幸
男
氏
が
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』
に

お
い
て
、「
紀
伝
道
入
学
者
は
明
経
道
な
ど
に
比
べ
て
若
年
で
入
内
し
て

い
る
上
に
、極
位
（
最
高
到
達
位
階
）
も
高
く
大
半
が
四
位
に
達
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、
史
学
を
学
ん
だ
人
は
五
十
歳
代
後
半
に
従
四
位
上
に
達
し

て
い
る
が
、
文
学
を
学
ん
だ
人
は
平
均
五
年
位
遅
れ
て
い
る

9
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
三
史
に
通
じ
た
者
は
、
朝
廷
に
お
い
て
相
当
重
ん
じ
ら
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れ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
三
史
の
知
識
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
官
吏
候
補
生
が
官

吏
に
な
る
時
に
重
ん
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
生
涯
を
終
え
た
後
も
、

彼
を
評
価
す
る
基
準
の
一
つ
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
例

が
多
い
た
め
、
二
三
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
留
め
る
が
、
例
え
ば
、『
続
日

本
後
紀
』
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
四
月
二
十
三
日
の
条
の
藤
原
常
嗣
の
薨

伝
に
お
け
る
「
少
遊
大
学
、
渉
猟
史
漢
（
少
し
て
大
学
に
遊
び
、
史
漢
を
渉

猟
す
）」、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
六
月
十
一
日
の
条
の
朝

野
鹿
取
の
薨
伝
に
お
け
る「
少
遊
大
学
。
頗
渉
史
漢（
少
し
て
大
学
に
遊
び
、

頗
る
史
漢
に
渉
り
）」、『
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
九
月
二
十
四

日
の
条
の
豊
階
安
人
の
薨
伝
に
お
け
る
「
渉
読
史
伝
。
最
精
漢
書
（
史
伝

を
渉
読
す
。
最
も
漢
書
に
精
ず
る
）」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
史
記
・
漢
書
・

後
漢
書
に
精
通
す
る
こ
と
が
、
賢
明
な
官
吏
の
素
質
と
し
て
大
い
に
評
価

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
考
え
る
と
、天
平
期
か
ら
平
安
初
期
ま
で
の
中
国
三
史
の
講
書
は
、

中
国
的
な
律
令
国
家
の
政
治
を
よ
り
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
、
天
皇
か

ら
官
吏
ま
で
広
範
囲
の
受
講
者
を
有
す
る
国
家
の
事
業
で
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

日
本
紀
講
書
の
受
講
者

一
方
、
日
本
書
紀
は
、
天
皇
の
教
養
の
書
物
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
、

国
家
官
吏
の
養
成
機
関
で
あ
る
大
学
寮
の
教
科
書
に
も
採
用
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
の
講
書
は
、
た
だ
一
部
の
官
人
の
み
を
受
講
者
の
対
象
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
中
国
三
史
の
講
書
の
対
象
と
の
相
違
か
ら
考
え
る
と
、

日
本
書
紀
の
講
書
が
、
天
皇
、
国
家
官
吏
が
国
家
政
治
を
運
営
す
る
に
あ

た
り
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
上
で
行
わ
れ
た
行
事
で
は
な
い
と

は
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
初
回
の
講
書
と
考
え
ら
れ
る
弘
仁
度
の
日
本
紀
講
書
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
六
月
二
日
条
に

是
日
、
始
令
参
議
従
四
位
下
紀
朝
臣
広
浜
・
陰
陽
頭
正
五
位
下
阿
倍
朝
臣

真
勝
等
十
余
人
読
日
本
紀
。
散
位
從
五
位
下
多
朝
臣
人
長
執
講
。

是
の
日
、
始
め
て
参
議
從
四
位
下
紀
朝
臣
広
浜
・
陰
陽
頭
正
五
位
下
阿
倍

朝
臣
真
勝
等
十
余
人
を
し
て
日
本
紀
を
読
ま
し
む
。
散
位
從
五
位
下
多
朝

臣
人
長
執
講
す
。

と
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
私
記
』（
甲
本
）（『
弘
仁
私
記
』
と
も
）
に

冷
然
聖
主
、
弘
仁
四
年
在
祚
之
日
、
愍
旧
説
将
滅
、
本
紀
合
訛
。
詔
刑
部

少
輔
従
五
位
下
多
朝
臣
人
長
、
使
講
日
本
紀
。
即
課
大
外
記
正
六
位
上
大

春
日
朝
臣
穎
雄
、
民
部
少
丞
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
菊
地
麻
呂
、
兵
部
少
丞

正
六
位
上
安
倍
朝
臣
藏
継
、
文
章
生
従
八
位
上
滋
野
朝
臣
貞
主
、
無
位
嶋

田
臣
清
田
、
無
位
美
努
清
庭
等
受
業
、
就
外
記
曹
局
而
開
講
席
。

冷
然
聖
主
弘
仁
四
年
在
祚
の
日
、
旧
説
の
将
さ
に
滅
び
む
と
し
、
本
紀
の

訛
り
を
合
め
る
を
愍
ふ
。
詔
し
て
刑
部
少
輔
従
五
位
下
多
朝
臣
人
長
を
し

て
日
本
紀
を
講
ぜ
し
む
。
即
ち
課
大
外
記
正
六
位
上
大
春
日
朝
臣
穎
雄
、

民
部
少
丞
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
菊
地
麻
呂
、
兵
部
少
丞
正
六
位
上
安
倍
朝

臣
藏
継
、
文
章
生
従
八
位
上
滋
野
朝
臣
貞
主
、
無
位
嶋
田
臣
清
田
、
無
位

美
努
清
庭
等
受
業
し
、
外
記
曹
局
に
就
き
て
講
席
を
開
く

10
。
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と
あ
る
。
受
講
者
の
構
成
で
は
、『
日
本
後
記
』
と
『
日
本
書
紀
私
記
』

に
は
一
致
し
な
い
箇
所
が
あ
る
が

11
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
た
受
講
者
の
官
位

を
見
て
み
る
と
、
公
卿
と
言
え
る
者
に
は
参
議
の
紀
広
浜
一
人
し
か
見
当

た
ら
な
い
。
陰
陽
頭
正
五
位
下
の
阿
部
真
勝
以
外
、
六
位
及
び
六
位
以
下

と
い
う
下
級
官
人
が
殆
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
承
和
度
の
受
講
者
に
関
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
が
、「
承

和
度
の
開
講
は
中
務
省
の
実
務
官
僚
に
故
事
を
知
ら
し
め
る
た
め
」
と
関

晃
氏
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

12
、
承
和
度
も
実
務
官
僚
た
る
下
級
官
吏
が

受
講
者
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

先
行
研
究
に
よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
弘
仁
度
、
承
和

度
の
講
書
は
平
安
初
期
に
起
こ
っ
た
氏
姓
問
題
に
そ
の
開
催
の
背
景
が

あ
る
。
な
お
、
薬
子
の
変
・
承
和
の
変
と
い
う
皇
統
交
代
の
歴
史
的
事
件

と
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
見
解
も
あ
る

13
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
お

け
る
、
特
別
な
時
代
背
景
の
も
と
で
、
各
時
期
に
行
わ
れ
た
講
書
が
何
等

か
の
目
的
を
有
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
日
本
紀
講
書
が
一
部
の
特
別
な
受

講
者
に
対
し
て
の
講
書
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
元
慶
期
を
境
と
し
て
、
受
講
者
の
身
分
構
成
に
は
大
き
な
変

化
が
生
じ
て
く
る
。『
三
代
実
録
』
に
お
け
る
三
つ
の
記
述
を
見
て
み
よ

う
。
そ
れ
ぞ
れ
開
催
・
再
開
・
終
了
後
の
記
述
で
あ
る
。

元
慶
二
年
（
八
七
八
）
二
月
二
十
五
日
条

於
宜
陽
殿
東
廂
、
令
従
五
位
下
行
助
教
善
淵
朝
臣
愛
成
、
始
読
日
本
紀
、

従
五
位
下
行
大
外
記
嶋
田
朝
臣
良
臣
為
都
講
。
右
大
臣
已
下
参
議
已
上
、

聴
受
其
説
。　

宜
陽
殿
東
廂
に
於
て
、
従
五
位
下
行
助
教
善
淵
朝
臣
愛
成
を
し
て
、
始
め

て
日
本
紀
を
読
ま
し
め
、
従
五
位
下
行
大
外
記
島
田
朝
臣
良
臣
を
都
講
と

為
し
き
。
右
大
臣
已
下
参
議
已
上
そ
の
説
を
聴
受
し
き
。

元
慶
三
年
（
八
七
九
）
五
月
七
日
条

令
従
五
位
下
守
図
書
頭
善
淵
朝
臣
愛
成
、
於
宜
陽
殿
東
廂
、
読
日
本
紀
。

喚
明
経
紀
伝
生
三
四
人
為
都
講
。
大
臣
已
下
毎
日
便
開
読
。
前
年
始
読
、

中
間
停
廃
、
故
更
読
焉
。

従
五
位
下
守
図
書
頭　

善
淵
朝
臣
愛
成
を
し
て
、
宜
陽
殿
の
東
廂
に
於
て

日
本
紀
を
読
ま
し
め
、
明
経
紀
伝
生
三
四
人
を
め
し
て
都
講
と
な
し
、
大

臣
已
下
毎
日
開
読
し
き
。
前
年
始
読
み
、
中
間
に
し
て
停
廃
す
。
故
に
更

に
始
め
読
み
き
。

元
慶
六
年
（
八
八
二
）
八
月
二
十
九
日
条

於
侍
従
局
南
右
大
臣
曹
司
、
設
日
本
紀
竟
宴
。
先
是
、
元
慶
二
年
二
月
廿

五
日
、
於
宜
陽
殿
東
廂
、
令
従
五
位
下
助
教
善
淵
朝
臣
愛
成
、
読
日
本
紀
。

従
五
位
下
大
外
記
島
田
朝
臣
良
臣
及
文
章
明
経
得
業
生
学
生
逓
都
講
。
太

政
大
臣
右
大
臣
及
諸
公
卿
並
聴
之
。

侍
従
局
の
南
右
大
臣
の
曹
司
に
於
い
て
日
本
紀
の
竟
宴
を
設
け
き
。
是
よ

り
先
、
元
慶
二
年
二
月
二
十
五
日
、
宜
陽
殿
の
東
廂
、
従
五
位
下
助
教
善

淵
朝
臣
愛
成
を
し
て
、
始
め
て
日
本
紀
を
読
ま
し
め
、
従
五
位
下
大
外
記

島
田
朝
臣
良
臣
、及
び
文
章
明
経
得
業
生
学
生
数
人
逓た

が

ひ
に
都
講
と
な
り
、

太
政
大
臣
右
大
臣
及
諸
公
卿
並
び
に
之
を
聴
き
、
五
年
二
月
二
十
五
日
講

竟
り
き
。

傍
線
部
か
ら
、
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
で
は
、
大
臣
以
下
、
参
議
以
上
、

所
謂
公
卿
が
受
講
者
で
あ
り
、
下
級
官
吏
が
講
書
の
受
講
者
で
あ
っ
た
弘

仁
・
承
和
度
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、
幼
帝
の
陽
成
天
皇
の

参
加
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
加
え
、
延
喜
講
書
の
よ
う
に
宣
旨
が
出
さ

れ
た
形
跡
も
な
い
た
め
、
日
本
紀
講
書
を
開
催
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
た
の

は
、
政
治
運
営
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
摂
政
の
藤
原
基
経
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
玉
井
力
氏
が
、
幼
帝
の
儀
式

に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
、「
幼
帝
で
あ
っ
て
も
主
宰
せ
ね
ば
な
ら
な
い

事
柄
は
神
事
・
儀
式
を
中
心
と
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
権
威
の
部
分
、

つ
ま
り
支
配
者
層
統
一
の
思
想
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
行
為
は
、
摂
関

の
設
置
と
は
関
わ
り
な
く
天
皇
に
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

14
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
元
慶
年
間
、
陽
成
天
皇
が
日
本
紀
講
書
と

い
う
儀
式
か
ら
疎
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
な
り
興
味
深
い
。
摂
政
の
基
経

は
王
権
代
行
者
の
立
場
、
ひ
い
て
は
自
分
を
天
皇
の
立
場
に
引
き
換
え
て

講
書
の
儀
式
を
主
催
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
元
慶
度
の
講
書
に
参
加
す
る
者
、
即
ち
、
受
講
者
、
講

書
者
、
傍
聴
者
ら
が
一
つ
の
政
治
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
中
で
、
最
も
身
分
の
高
い
人
物
は
基
経
で
あ
る
。
彼
は
、
講
書

の
勅
が
下
っ
た
元
慶
二
年
の
時
点
で
は
、
摂
政
右
大
臣
で
あ
り

15
、
講
書

が
再
開
さ
れ
た
元
慶
三
年
の
翌
年
十
一
月
に
関
白
に
補
任
さ
れ
、
同
年

十
二
月
に
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
受
講
者
に
は
、
源
多

を
は
じ
め
と
し
た
公
卿
た
ち
が
い
る
と
同
時
に
、
太
政
官
の
中
で
実
務
を

扱
う
下
級
官
人
は
陪
席
の
立
場
に
、
官
吏
の
予
備
軍
で
あ
る
大
学
寮
の
学

生
は
講
書
の
助
手
の
立
場
に
あ
る

16
。
基
経
、
及
び
彼
を
擁
護
す
る
者
た

ち
は
、
講
書
の
場
に
お
い
て
基
経
を
頂
点
と
し
た
世
界
を
形
成
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
基
経
が
自
邸
で
文
人
を
招
き
、
文
事
を
開
催
し
た
こ
と
を

想
起
さ
せ
る
。
滝
川
幸
司
氏
は「
藤
原
基
経
と
詩
人
た
ち
」に
お
い
て
、「
宮

廷
詩
宴
は
、
天
皇
を
賛
美
す
る
詩
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
天
皇
を
頂
点
と

す
る
社
会
の
秩
序
を
認
識
さ
せ
、
君
臣
の
紐
帯
を
再
確
認
さ
せ
る
機
能
を

も
っ
て
い
た
」
と
述
べ
、「
基
経
は
自
ら
を
主
と
し
奉
仕
す
る
官
人
達
が

参
集
す
る
極
め
て
政
治
的
な
場
を
作
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
ろ

う
か

17
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
説
に
依
拠
し
、
元
慶
六
年
に
お
け
る

基
経
を
中
心
と
し
た
日
本
紀
講
書
の
政
治
的
な
意
義
を
認
め
て
も
よ
か

ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
受
講
者
に
着
目
す
れ
ば
、
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
は
、
藤

原
基
経
が
最
高
官
位
者
と
し
て
受
講
し
、
ま
た
彼
を
囲
む
官
人
た
ち
が
共

に
参
加
し
て
お
り
、
基
経
を
頂
点
と
し
た
政
治
的
世
界
が
形
成
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が
、
天
皇
・
官
吏
の
候
補
者
（
大
学
寮
の
学
生
な
ど
）

を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
し
て
い
る
中
国
三
史
の
講
書
、
或
は
下
級
官
吏
が
殆

ど
の
受
講
者
で
あ
っ
た
弘
仁
・
承
和
度
の
日
本
紀
講
書
に
は
窺
え
な
い
特

質
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

二
、
講
書
の
場
所

　

平
安
京
の
都
市
構
造
は
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
律
令
国
家
の
秩
序
に
基

づ
き
、
空
間
的
秩
序
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
講
書
対
象

の
身
分
に
よ
っ
て
講
書
が
行
わ
れ
る
場
所
は
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
公
卿
を
講
書
の
主
要
な
受
講
者
と
し
た
、
内
裏
に
お
け
る
日
本
紀
講

書
を
検
討
す
る
際
に
、
念
頭
に
置
く
べ
き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
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中
国
三
史
の
講
書
の
場
所

天
皇
を
対
象
と
し
た
中
国
三
史
の
講
書
の
場
所
は
内
裏
で
あ
る
。
以
下

は
、
そ
れ
を
明
記
し
た
史
料
で
あ
る
。

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
七
月
十
四
日
条

天
皇
御
紫
宸
殿
、
正
四
位
下
菅
原
朝
臣
清
公
侍
読
後
漢
書
。
数
日
之
後
不

遂
而
輟
。

天
皇
、
紫
宸
殿
に
御
し
て
、
正
四
位
下
の
菅
原
朝
臣
清
公
、
後
漢
書
を
侍

読
す
。
数
日
之
後
、
遂
げ
ず
し
て
輟
む
。

『
続
日
本
後
紀
』（
巻
十
七
十
）
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
五
月
二
十
七
日

条皇
帝
引
文
章
博
士
春
澄
宿
祢
善
繩
於
清
凉
殿
、
始
読
漢
書
。

皇
帝
、
文
章
博
士
春
澄
宿
祢
善
繩
を
し
て
清
凉
殿
に
於
て
、
始
め
て
漢
書

を
読
ま
し
む
。

紫
宸
殿
は
、
内
裏
内
郭
の
南
部
に
あ
る
正
殿
で
あ
り
、
国
家
儀
式
な
ど

が
行
わ
れ
る
公
的
な
空
間
を
構
成
し
た
殿
舎
で
、
当
時
の
国
政
の
中
心
の

場
で
あ
っ
た

18
。『
三
代
実
録
』
の
貞
観
十
三(

八
七
一
）
年
二
月
十
四
の

条
に

承
和
以
往
、
皇
帝
毎
日
御
紫
宸
殿
、
視
政
事
。
仁
寿
以
降
、
絶
無
此
儀
。

承
和
以
往
、皇
帝
毎
日
に
紫
宸
殿
に
御
し
て
政
事
を
視
給
ふ
。
仁
寿
以
降
、

絶
え
て
此
の
儀
が
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
仁
明
天
皇
か
ら
文
徳
天
皇
以
前
は
、
天
皇
は
毎
日
紫
宸

殿
に
御
し
て
聴
政
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
時
期
に
後
漢
書
の
講
書

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
中
国
史
の
講
書
が
国
政
と
深
く
関
わ
る

こ
と
が
窺
え
る
。

清
涼
殿
は
、
紫
宸
殿
の
西
北
側
に
位
置
し
て
お
り
、
嵯
峨
朝
・
淳
和
朝

か
ら
そ
こ
で
仏
教
の
行
事
・
内
宴
・
曲
宴
が
開
催
さ
れ
た
と
い
う
記
事

が
み
ら
れ
る

19
。
た
だ
、『
日
本
後
紀
』
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
十
一
月

十
三
日
条
に

右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
・
大
納
言
従
二
位
藤
原
緒
嗣
等
、
於
清
涼

殿
口
奏
言
…
…
天
皇
勅
答
…
…

右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
冬
嗣
・
大
納
言
従
二
位
藤
原
緒
嗣
等
、
清
涼
殿

に
於
て
、
口
奏
し
て
言
さ
く
…
…
天
皇
勅
答
す
ら
く
…
…

20

と
あ
る
よ
う
に
、
弘
仁
年
間
に
は
、
清
涼
殿
に
お
い
て
、
嵯
峨
天
皇
が
大

嘗
祭
に
つ
い
て
の
公
卿
の
口
頭
奏
上
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
る
。
清
涼
殿

は
、
紫
宸
殿
に
比
べ
私
的
な
空
間
と
見
な
さ
れ
る
が
、
弘
仁
年
間
に
は
政

治
的
な
場
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

要
す
る
に
、
九
世
紀
前
期
に
お
い
て
天
皇
へ
の
中
国
三
史
の
講
書
は
、

内
裏
の
公
的
な
空
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
天
皇

自
身
が
三
史
の
講
書
を
国
家
政
事
の
運
営
と
繋
が
る
重
要
な
行
事
と
し

て
考
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
中
国
三
史
は
、
平
安
時
代
で
は
大
学
寮
の
紀
伝
道
の
教
科
書
で
あ

る
た
め
、大
学
寮
の
北
堂
で
教
授
さ
れ
る
と
同
時
に
、私
学
の
発
達
に
よ
り
、

大
学
寮
教
育
の
補
助
的
性
格
を
有
し
た
大
学
別
曹
の
勧
学
院
や
、
菅
家
の

私
塾
な
ど
に
お
い
て
も
、
そ
の
講
書
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

21
。

大
学
寮
は
、
朱
雀
大
路
の
東
、
二
条
大
路
の
南
、
壬
生
大
路
の
西
、
三
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条
坊
門
小
路
の
北
に
当
た
る
四
町
の
区
域
を
占
め
て
お
り
、
大
内
裏
の
南

側
に
位
置
し
て
い
る
。
勧
学
院
は
、
坊
城
小
路
の
東
、
壬
生
大
路
の
西
、

姉
小
路
の
南
、
三
条
大
路
の
北
に
位
置
し
て
お
り
、
大
学
寮
の
南
側
に
あ

た
る
。
な
お
、菅
家
の
私
塾
は
、道
真
の「
書
斎
記
」（『
菅
家
後
集
』）に「
東

京
宣
風
坊
に
一
家
あ
り
」
と
あ
る
た
め
、
左
京
五
条
に
位
置
す
る
と
さ
れ

て
い
る

22
。
つ
ま
り
、
国
家
官
吏
の
候
補
者
と
し
て
の
学
生
を
対
象
と
す

る
講
書
は
、
国
家
政
治
の
場
で
あ
る
大
内
裏
の
外
側
で
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

最
後
に
、
九
世
紀
に
は
公
卿
が
内
裏
に
お
い
て
中
国
三
史
を
受
講
し
た

事
例
も
確
認
し
て
み
よ
う
。
島
田
忠
臣
の
詩
作
「
右
丞
相
の
省
中
の
直
廬

に
於
て
史
記
を
読
み
竟
り
ぬ
。
史
を
詠
じ
て
「
高
祖
」
を
得
た
り
」（『
田

氏
家
集
』
三
七
）
か
ら
、
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
か
ら
六
年
（
八
六
四
）
ま

で
の
間
の
あ
る
時
期
に
、
当
時
の
右
大
臣
の
藤
原
良
相
の
「
省
中
直
廬
」、

即
ち
内
裏
の
中
に
お
い
て
、
史
記
の
講
書
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
十
月
十
日
条
の

藤
原
良
相
の
薨
伝
に
よ
る
と
、

及
於
弱
冠
、
始
遊
大
学
、
雅
有
才
弁
…
…
愛
好
文
学
之
士
、
択
大
学
中
貧

寒
之
生
、
時
賜
綿
絹
、
冬
天
慘
烈
、
多
縫
造
被
、
遍
賜
四
学
堂
夜
宿
者
、

時
節
喚
学
生
能
文
者
、
賦
詞
賚
物
数
矣
。

弱
冠
に
及
び
て
、
始
め
て
大
学
に
遊
び
、
雅
よ
り
才
弁
有
り
…
…
文
学
の

士
を
愛
好
し
、
大
学
の
中
の
貧
寒
の
生
を
択
び
て
、
時
に
綿
絹
を
賜
ひ
、

冬
天
慘
烈
な
れ
ば
、
多
く
被
を
縫
ひ
造
り
て
、
遍
く
四
学
堂
に
夜
宿
す
る

者
に
賜
ひ
。
時
節
学
生
の
文
を
能
く
す
る
者
を
喚
し
て
、詞
を
賦
せ
し
め
、

物
を
賚
く
こ
と
数
あ
り
き
。

と
見
え
、
藤
原
良
相
が
若
く
て
大
学
寮
に
入
学
し
、
学
業
に
優
れ
て
お

り
、
文
学
お
よ
び
文
学
者
を
愛
好
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。「
省
中
直
廬
」
に
お
け
る
史
記
講
書
は
、
恐
ら
く
藤
原
良
相
、
お
よ

び
そ
の
近
習
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
的
な
性
格
を
有
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
右
大
臣
の
内
裏
に
お
い
て
直
廬
が
設
置
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
内
裏
に
お
い
て
史
記
の
講
書
が
さ
れ
た
の
は
、
清
和
天
皇
の
政

治
的
立
場
と
、
前
期
摂
関
政
治
の
展
開
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
鈴
木
琢
郎
氏
が
、
良
相
の
娘
の
多
美
子
が
清
和
天
皇
の
最
初
の

女
御
で
あ
る
と
い
う
要
因
を
指
摘
し
、「
藤
原
良
房
の
内
裏
直
廬
を
清
和

の
代
り
に
内
裏
で
政
務
を
執
る
た
め
の
施
設
と
捉
え
た
が
、
良
相
の
中
重

の
曹
司
も
こ
れ
と
関
連
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
良
相
は
幼
帝
清
和
の

政
務
代
行
を
行
な
っ
て
い
る
良
房
の
も
と
で
、
右
大
臣
と
し
て
の
政
務
を

執
る
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
良
房
・
良
相
の
兄
弟
間
で
の
政
務
と
は
、〔
天

皇
―
大
臣
〕 

間
の
政
務
処
理
に
相
当
す
る

23
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
説

に
従
う
と
、
内
裏
の
場
に
お
け
る
公
卿
を
対
象
と
し
た
講
書
の
開
催
が
可

能
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
期
摂
関
政
治
の
展
開
と
緊
密
な
関
連
を
有
す
る

と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う

24
。

こ
こ
で
平
安
前
期
に
お
け
る
中
国
三
史
の
講
書
の
場
所
の
特
徴
を
纏
め

て
み
る
と
、
天
皇
へ
の
講
書
が
内
裏
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ま
た
国

家
官
吏
の
予
備
軍
と
考
え
ら
れ
る
者
達
を
対
象
と
す
る
講
書
が
、
内
裏
か

ら
遠
く
離
れ
る
場
所
、
即
ち
大
内
裏
の
東
南
側
に
あ
る
大
学
寮
・
勧
学
院
・

菅
家
私
邸
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
公
卿
を
受
講
者

と
す
る
講
書
は
、
極
め
て
稀
で
あ
り
、
特
別
の
事
情
と
し
て
認
識
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

天
皇
を
頂
点
と
し
た
律
令
制
の
国
家
秩
序
は
、
三
史
講
書
の
空
間
秩
序

に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、



72

内
裏
を
国
政
の
中
心
と
し
た
九
世
紀
の
平
安
京
の
都
市
構
成
の
空
間
秩

序
に
基
づ
き
、
三
史
講
書
の
場
所
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
講
者
の

政
治
的
地
位
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
紀
講
書
の
場
所

こ
う
し
た
中
国
三
史
の
講
書
と
比
較
し
て
、
日
本
紀
講
書
の
場
所
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
弘
仁
・
承
和
度
と
元
慶
度
と
の
間
に
は

大
き
な
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
。
殊
に
、
藤
原
基
経
を
中
心
と
し
た
元
慶
度

の
講
書
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
視
座
か
ら
の
考
察
が
可
能
で
あ
る
。

弘
仁
度
は
、
前
述
し
た
『
日
本
書
紀
私
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、
講
書
の

場
所
が
「
外
記
曹
局
」 

で
あ
る
。
外
記
曹
局
は
、
内
裏
外
郭
の
東
門
に
あ

た
る
建
春
門
の
東
側
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
承
和
度
は
、『
続
日
本

後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
六
月
一
日
条
に

令
知
古
事
者
散
位
正
六
位
上
菅
野
朝
臣
高
年
、
於
内
史
局
、
始
読
日
本
紀
。

古
事
を
知
る
者
の
散
位
正
六
位
上
菅
野
朝
臣
高
年
を
し
て
内
史
局
に
於

て
、
始
め
て
日
本
紀
を
読
ま
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
内
史
局

25
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
内
史

局
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
一
致
し
た
見
解
が
未
だ
に
見
出
せ
な
い
。
関
晃

氏
は
内
史
局
を
「
釈
紀
講
例
の
建
春
門
南
腋
曹
局
と
同
所
で
あ
ろ
う

26
」

と
指
摘
し
、
そ
の
場
所
が
内
裏
外
郭
の
外
側
に
位
置
す
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
橋
本
不
美
男
氏
は
、
内
史
局
が
内
記
局
の
唐
名
で
あ
り
、「
宜

陽
殿
の
東
に
あ
っ
た
内
記
局
の
詰
所

27
」
と
述
べ
、
内
裏
内
郭
の
東
門
に

あ
た
る
宜
陽
門
の
南
側
に
あ
る
内
記
局
と
同
所
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
両
者
の
説
は
異
な
り
な
が
ら
も
、
内
史
局
が
内
裏
内
郭
の
外
側
に
あ

る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

だ
が
、
元
慶
度
を
契
機
と
し
て
、
日
本
紀
講
書
の
場
所
は
内
裏
内
郭
の

外
側
か
ら
、
内
裏
内
郭
に
あ
る
宜
陽
殿
に
移
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
宜
陽
殿

東
廂
で
行
わ
れ
る
の
が
慣
例
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
以
下
の
三
点
に
注
目
し

た
い
。

一
つ
は
、
内
裏
内
郭
は
本
来
男
性
官
人
が
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
間

で
あ
る
。
吉
川
真
司
氏
の
考
察
に
よ
る
と
、
飛
鳥
時
代
に
は
、
内
郭
に
男

性
官
人
が
立
ち
入
る
場
合
、
闈
司
に
よ
り
天
皇
の
許
可
を
得
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
八
世
紀
末
の
延
暦
年
間
に
、
内
裏
内
郭
は
公
卿
が

日
常
的
に
詰
め
る
場
所
と
な
っ
た

28
。
ま
た
、『
養
老
令
』 

の
「
宮
衛
令
」

に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
特
権
を
持
つ
男
性
官
吏
は
、
五
位
以
上
の
貴
族
に

限
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
飯
淵
康
一
氏
ら
の
「
平
安
宮
内
裏
承
明
門
・
日

華
門
の
儀
式
時
に
お
け
る
性
格
」
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
内
裏
内
郭

に
お
け
る
儀
式
に
は
、「
立
太
子
」「
立
后
」「
任
官
式
」「
譲
位
」「
天
皇

元
服
・
拝
賀
」 

だ
け
に
限
り
、
六
位
以
下
の
官
人
の
参
加
が
許
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
参
加
が
許
可
さ
れ
て
い
て
も
、「
五
位
以
上

は
承
明
門
内
・
南
庭
、
六
位
以
下
は
承
明
門
外
に
列
立
す
る

29
」
と
あ
る

よ
う
に
、
六
位
以
下
の
官
人
は
内
裏
内
郭
に
立
ち
入
れ
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
慶
度
の
講
書
は
、「
喚
明
経
紀
伝
生
、
三
四
人

為
都
講
（
明
経
紀
伝
生
三
四
人
を
喚
し
て
都
講
と
為
し
）」 

と
あ
る
よ
う
に
、

無
官
位
の
大
学
寮
の
学
生
も
参
加
し
て
お
り
、
毎
日
内
裏
で
開
催
さ
れ
て

い
る
。
彼
ら
を
内
裏
に
入
れ
る
た
め
に
、
天
皇
の
許
可
を
得
る
な
ど
、
あ

る
程
度
の
手
数
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
基
経
が
わ
ざ

わ
ざ
と
内
裏
の
外
側
に
位
置
し
て
い
る
場
所
、
例
え
ば
弘
仁
・
承
和
度
の
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———　ことばと空間　———

講
書
が
用
い
た
外
記
庁
・
内
史
局
を
放
棄
し
、
決
し
て
自
由
に
入
れ
る
と

は
言
え
な
い
内
裏
内
郭
に
お
い
て
講
書
を
行
わ
せ
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ

て
何
ら
か
の
特
別
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。も

う
一
つ
は
、
宜
陽
殿
の
政
治
的
な
空
間
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
宜

陽
殿
は
、
紫
宸
殿
の
東
に
あ
る
殿
舎
で
あ
る
。
そ
の
母
屋
に
は
累
代
の
御

物
が
収
め
ら
れ
、
ま
た
母
屋
の
三
面
に
廂
が
あ
る
。
北
廂
の
西
半
は
次
将

座
、
東
半
は
脇
陣
で
あ
る
。
西
廂
の
南
部
は
上
古
の
左
近
陣
、
北
部
は
公

卿
座
で
あ
る
。
こ
の
公
卿
座
は
、
天
皇
不
出
御
の
場
合
の
、
公
卿
の
控
所

で
あ
る

30
。
日
本
書
紀
の
講
書
が
行
わ
れ
た
東
廂
に
は
、
北
に
大
臣
の
宿
、

そ
の
南
に
上
官
侍
、
南
東
隅
に
は
議
所
が
あ
り
、
叙
位
と
除
目
の
儀
が
行

わ
れ
る
。
叙
位
と
除
目
の
儀
は
、
何
れ
も
親
王
や
国
家
官
吏
の
関
心
事
で

あ
り
、
国
家
政
治
機
構
の
人
的
構
成
、
ひ
い
て
は
国
家
政
治
の
行
方
を
左

右
す
る
重
大
な
政
事
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
宜
陽
殿
そ
の
場
で
こ
そ
な
い
も
の
の
、
宣
仁
門

を
通
じ
て
宜
陽
殿
と
連
絡
し
て
い
る
紫
宸
殿
の
東
廊
が
、
弘
仁
年
間
（
或

い
は
元
慶
年
間
）
か
ら
公
卿
の
議
定
で
あ
る
陣
定
が
行
わ
れ
る
場
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
る

31
。
元
慶
年
間
の
宜
陽
殿
は
、
国
家
政
治
の
中
心
の
場
に

き
わ
め
て
近
隣
し
て
い
る
空
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
天
皇
へ
の

史
記
の
講
書
の
行
わ
れ
た
紫
宸
殿
が
、
九
世
紀
の
初
葉
に
お
け
る
国
政
の

中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

要
す
る
に
、
中
国
三
史
の
講
書
に
お
い
て
は
、
受
講
者
の
身
分
の
相
違

に
よ
り
、
講
書
の
場
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
裏
の
内
郭
と
大
内
裏
の
外
側
と

に
峻
別
さ
れ
る
。
天
皇
を
最
高
権
力
者
と
し
た
律
令
国
家
の
秩
序
を
厳
守

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
弘
仁
年
間
に
は
内
裏
内
郭
の
外
側
で
開
催
さ
れ
た

日
本
紀
講
書
は
、
元
慶
期
に
は
宜
陽
殿
と
い
う
国
政
の
重
要
な
場
に
移
っ

た
。
こ
れ
は
、
基
経
が
、
摂
政
、
後
に
関
白
の
位
に
就
き
、
天
皇
の
権
力

と
匹
敵
す
る
と
こ
ろ
か
、
超
越
す
る
ほ
ど
の
政
治
力
を
有
し
た
た
め
、
実

現
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
朝
廷
の
権
力
紛
争
や
政
治
変
動
は
、
あ
り
の
ま

ま
に
国
家
の
文
事
に
投
影
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
中
国
三
史
と
日
本
書
紀
と
の
講
書
の
場
所
の
特
徴
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
が
、
藤
原
氏
の
政
治
支
配
力
の

増
大
と
い
う
時
代
の
趨
勢
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
よ
り
一
層
明
白
に
な
ろ
う
。

三
、
竟
宴
の
状
況

　
　

　

竟
宴
は
、
講
書
の
終
了
後
に
行
わ
れ
る
宴
会
で
あ
り
、
そ
の
有
無
と
、

ま
た
開
催
さ
れ
た
際
の
様
子
に
は
、
講
書
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

反
映
さ
れ
て
い
る
。
中
国
三
史
と
日
本
書
紀
と
の
講
書
は
、竟
宴
の
有
無
、

竟
宴
の
場
所
、
竟
宴
で
の
文
学
様
式
な
ど
の
側
面
で
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
有

す
る
。
殊
に
、
元
慶
度
講
書
の
終
了
を
祝
う
日
本
紀
竟
宴
の
初
回
の
開
催

は
、
同
時
代
の
中
国
三
史
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
革
新
的
な
性
格
が
顕

著
で
あ
る
。

中
国
三
史
竟
宴

ま
ず
、
日
本
紀
竟
宴
よ
り
先
に
行
わ
れ
て
き
た
中
国
三
史
の
竟
宴
の
状

況
を
見
て
み
よ
う
。

『
凌
雲
集
』（
弘
仁
五
年
（
八
一
四
））
に
「
史
記
竟
宴
、
賦
し
て
大
使
自
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序
傳
を
得
た
り
」
の
竟
宴
詠
史
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
史
記
の

竟
宴
は
、『
凌
雲
集
』 

成
立
の
弘
仁
五
年
以
前
に
、
す
で
に
開
催
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
文
華
秀
麗
集
』（
弘
仁
九
年
（
八
一
八
））「
詠
史
」

の
部
門
に
は
、
嵯
峨
天
皇
の
作
品
を
は
じ
め
と
し
た
四
首
の
竟
宴
詠
史
詩

が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
弘
仁
期
に
お
け
る
中
国
三
史
の
竟
宴
の
場
景
に

関
す
る
具
体
的
な
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
史
記
の
竟
宴
で
は
嵯
峨

天
皇
が
参
加
し
た
と
い
っ
て
も
、
竟
宴
の
場
所
が
内
裏
に
お
け
る
公
的
な

場
で
あ
る
と
断
定
は
で
き
な
い
。
弘
仁
以
降
は
、
貞
観
三
年
か
ら
六
年
ま

で
の
間
に
、
藤
原
良
相
の
「
省
中
直
廬
」
に
お
け
る
史
記
竟
宴
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
前
述
し
た
よ
う
に
、
藤
原
良
相
の
た
め
に
開
催

さ
れ
た
私
的
文
事
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う

32
。

中
国
三
史
の
竟
宴
の
様
子
が
初
め
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
貞
観
六

（
八
六
四
）
年
に
行
わ
れ
た
後
漢
書
竟
宴
で
あ
る
。
菅
原
道
真
の
「
八
月

十
五
日
厳
閣
尚
書
授
後
漢
書
畢
。
各
詠
詩
得
黄
憲
」
の
詩
序
に
お
け
る

厳
君
知
斯
文
之
直
筆
、
謂
斯
文
之
良
吏
、
遂
引
諸
生
、
校
授
芸
閣
。
…
…

遊
宴
之
盛
、
亦
復
如
是
。
子
墨
客
卿
、
翰
林
主
人
、
請
各
各
分
史
、
以
詠

風
流
云
爾
。

厳
君
斯
の
文
の
直
筆
な
る
を
知
り
、
斯
の
文
の
良
吏
た
る
を
謂
ひ
、
遂
に

諸
生
を
引
き
、
芸
閣
に
校
授
す
。
…
…
遊
宴
の
盛
な
る
こ
と
、
亦
復
是
の

如
し
。
子
墨
客
卿
、
翰
林
主
人
、
請
ふ
各
々
史
を
分
ち
、
以
て
風
流
を
詠

ぜ
ん
と
云
ふ
こ
と
し
か
り

33
。

と
い
う
記
述
か
ら
、
公
卿
が
参
加
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
共
に
、
芸

閣
即
ち
菅
家
廊
下
と
い
う
私
的
な
場
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
も
分
か
る
。

ま
た
、
元
慶
六
年
度
の
春
に
開
催
さ
れ
た
後
漢
書
の
竟
宴
を
見
て
み
よ

う
。
こ
れ
は
同
年
に
行
わ
れ
た
日
本
紀
竟
宴
よ
り
数
か
月
ほ
ど
早
い
も
の

で
あ
っ
た
。
当
時
の
竟
宴
の
経
緯
な
ど
は
、
紀
谷
長
雄
の
手
に
よ
っ
て
綴

ら
れ
た
「
後
漢
書
竟
宴
、
各
史
を
詠
じ
て
龐
公
を
得
た
り
」
詩
序
と
、
菅

原
道
真
の
「
北
堂
に
て
澆
章
の
宴
の
後
、
聊
か
に
所
懷
を
書
し
て
、
兵
部

田
侍
郎
に
呈
し
奉
る
」
と
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
竟
宴
の
場

所
を
明
記
し
て
い
な
い
た
め
、
後
者
を
引
用
し
て
み
る
。

北
堂
澆
章
宴
後
、
聊
書
所
懷
、
奉
呈
兵
部
田
侍
郎
。

　

誇
著
槐
林
來
客
尊　

祇
迎
宰
相
到
黄
昏　

　

伶
人
枕
鼓
池
頭
臥　

胄
子
懷
詩
壁
下
蹲

　

何
更
先
談
聞
宿
老　

自
然
後
幾
発
雲
孫　

　

公
卿
乍
會
初
遊
宴　

幸
甚
生
涯
不
測
恩　
（『
菅
家
文
草
』
九
〇
）

　

北
堂
に
て
澆
章
の
宴
の
後
、
聊
か
に
所
懐
を
書
し
て
、
兵
部
田
侍
郎
に

　

呈
し
奉
る
。

　

槐
林
に
誇
著
し
て
來
客
尊
し
。
祇
み
て
宰
相
を
迎
へ
て
黄
昏
に
到
る
。

　

伶
人
は
鼓
に
枕
し
て
池
の
頭
に
臥
す
。
胄
子
は
詩
を
懐
に
し
て
壁
の
下

　

に
蹲
る
。

　

何
ぞ
更
め
て
宿
老
に
先
談
を
聞
か
む
。自
然
の
後
幾　

雲
孫
を
発
か
む
。

　

公
卿
乍
ち
に
會
ひ
て
初
め
て
遊
宴
す
。幸
甚
な
り　

生
涯
測
ら
ざ
る
恩
。

題
目
が
示
す
よ
う
に
、
大
学
寮
の
北
堂
で
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
祇

み
て
宰
相
を
迎
へ
て
黄
昏
に
到
る
」、「
公
卿
乍
ち
に
會
ひ
て
初
め
て
遊
宴

す
」 
と
あ
る
よ
う
に
、
宰
相
（
参
議
の
唐
名
）
を
は
じ
め
と
し
た
公
卿
た

ち
も
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
川
口
久
雄
氏
の
考
察
に
よ
る
と
、
そ
の

う
ち
、
参
加
者
の
う
ち
で
官
位
の
最
も
高
い
の
は
民
部
卿
藤
原
冬
緒
と
治

部
卿
在
原
平
行
で
あ
る

34
。
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さ
ら
に
、
元
慶
以
降
の
中
国
三
史
の
竟
宴
に
つ
い
て
は
、
菅
原
道
真
の

「
勧
学
院
、漢
書
竟
宴
。
史
を
詠
じ
て
叔
孫
を
得
た
り
」、『
扶
桑
集
』
の
「
詠

史
」
の
部
に
収
め
ら
れ
た
、
菅
原
淳
茂
の
「
北
堂
、
漢
書
竟
宴
、
史
を

詠
じ
て
高
祖
を
得
た
り
」、
橘
在
列
の
「
北
堂
、
漢
書
竟
宴
、
各
史
を
詠

じ
て
淮
南
王
劉
安
を
得
た
り
」、
紀
長
谷
雄
の
「
北
堂
、
史
記
竟
宴
、
各

史
を
詠
じ
て
孫
通
を
得
た
り
」、
菅
原
文
時
の
「
北
堂
漢
書
、
史
を
詠
じ

て
路
溫
舒
を
得
た
り
」 
、
源
訪
の
「
北
堂
漢
書
、
史
を
詠
じ
て
李
廣
を
得

た
り
」、
紀
有
昌
の
「
北
堂
、
漢
書
竟
宴
、
史
を
詠
じ
て
蘇
武
を
得
た
り
」

の
詠
史
詩
の
題
目
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
勧
学
院
や
大
学
寮
の
北
堂
に
お

い
て
開
催
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
中
国
三
史
の
講
書
の
終
了
後
は
、
弘
仁
期

か
ら
竟
宴
が
行
わ
れ
る
の
が
伝
統
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
場
所
か
ら
考
え
る

と
、
貞
観
以
降
は
、
公
卿
の
参
加
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
大
学
寮
に
あ
る

北
堂
、
菅
家
の
私
邸
と
い
う
政
治
に
直
接
関
わ
ら
な
い
所
に
お
い
て
行
わ

れ
る
例
が
殆
ど
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
日
本
紀
竟
宴

日
本
紀
竟
宴
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
竟
宴
の
有
無
の
側
面
に
お
い

て
は
、
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
中
国
三
史
の
講
書
が
竟
宴
を
伴
っ
て

行
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
弘
仁
・
承
和
度
の
日
本
紀
講
書
の
終
了
後
は
竟

宴
が
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
元
慶
度
に
至
り
、
初
め

て
侍
従
局
の
南
に
あ
る
右
大
臣
の
曹
司
に
お
い
て
盛
大
な
竟
宴
を
開
催

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
以
降
の
延
喜
度
・
天
慶
度
も
侍
従
所
に
お
い
て

竟
宴
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
で
は
、
日
本
紀
竟
宴
に
関

す
る
史
料
を
幾
つ
か
あ
げ
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
み
る
。

元
慶
度
は
、『
三
代
実
録
』
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
八
月
二
十
九
日
条
に

於
侍
従
局
南
右
大
臣
曹
司
、
設
日
本
紀
竟
宴
。

侍
従
局
の
南
の
右
大
臣
の
曹
司
に
於
て
日
本
紀
の
竟
宴
を
設
け
き
。

と
あ
る
。
侍
従
局
は
、
外
記
庁
（
建
春
門
の
東
側
に
位
置
す
る
）
の
南
に
位

置
し
て
い
る

35
。
右
大
臣
の
曹
司
は
、
こ
の
侍
従
局
の
南
に
位
置
し
、
右

大
臣
の
源
多
が
外
記
庁
の
政
務
を
迅
速
に
扱
う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
曹

司
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
平
安
初
期

よ
り
、
本
来
公
卿
の
会
議
が
行
わ
れ
る
は
ず
の
太
政
官
庁
で
は
会
議
が
行

わ
れ
ず
、
実
際
に
は
外
記
庁
で
実
施
さ
れ
て
い
た
た
め
、
外
記
庁
は
、
太

政
官
庁
の
機
能
を
有
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

36
。

延
喜
度
は
、『
日
本
紀
略
』
延
喜
六
年
（
九
〇
六
）
閏
十
二
月
十
七
日
条

に

於
侍
従
所
、
日
本
紀
竟
宴
、
毎
人
分
史
詠
歌
。

侍
従
所
に
於
て
、
日
本
紀
竟
宴
、
毎
人
史
を
分
か
ち
歌
を
詠
じ
き
。

と
あ
る
。
天
慶
度
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
『
西
宮
記
』「
臨
時
二
」
に
お

け
る
「
始
読
日
本
紀
事
」
に

二
三
年
間
、
講
読
竟
。
定
日
、
設
宴
座
侍
従
所
。

二
三
年
の
間
に
、
講
じ
て
読
み
竟
り
ぬ
。
日
を
定
め
、
宴
の
座
を
侍
従
所

に
設
く
。
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と
あ
る

37
。
こ
の
侍
従
所
は
、
前
述
し
た
侍
従
局
（
南
舎
と
も
）
の
こ
と

で
あ
り
、
外
記
庁
と
渡
廊
を
通
し
て
繋
が
っ
て
い
る

38
。

要
す
る
に
、
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
中
国
三
史
の
竟
宴
が
政
治
と
直

接
関
ら
な
い
場
所
で
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
日
本
紀
講
書
の
終
了
後
は
、

そ
の
竟
宴
を
政
治
の
場
に
お
い
て
開
催
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
文
学
的
要
素
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
紀
竟
宴
は
、
同
時
代
の

中
国
三
史
の
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
新
た
な
性
格
を
示
し
て
い
る
。

竟
宴
の
詩
序
を
書
い
た
人
の
身
分
か
ら
考
え
れ
ば
、
貞
観
六
年
の
漢
書

竟
宴
の
詩
序
を
書
い
た
菅
原
道
真
は
、
得
業
文
章
生
で
あ
り
、
元
慶
六
年

の
漢
書
竟
宴
の
詩
序
を
書
い
た
紀
長
谷
雄
は
、
そ
の
一
年
前
に
文
章
得
業

生
で
あ
り
、
讃
岐
権
少
目
に
任
じ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
三
回
の
日
本
紀
竟
宴
の
序
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
六
位
上
の
大
内
記
の

菅
野
惟
肖
、
三
統
理
平
、
橘
直
幹
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
序

文
を
書
く
者
の
資
格
を
考
え
る
と
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
儀
式
を
重
要
視

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

竟
宴
の
文
学
様
式
の
点
で
は
、
中
国
三
史
の
竟
宴
で
は
漢
詩
を
創
作
す

る
の
に
対
し
て
、
日
本
紀
竟
宴
で
は
、
和
歌
を
通
し
て
、
日
本
書
紀
に
登

場
し
た
神
や
天
皇
な
ど
を
詠
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
講
書
の

目
的
が
日
本
書
紀
の
訓
読
に
あ
る
と
い
う
前
提
を
強
調
し
、
訓
読
の
効
果

を
確
認
す
る
た
め
に
、
竟
宴
に
お
い
て
日
本
語
で
綴
る
和
歌
の
文
学
様
式

を
採
用
し
た
と
論
じ
て
い
る
研
究
者
は
少
な
く
な
い

39
。
し
か
し
な
が
ら
、

平
安
時
代
に
、
毛
詩
な
ど
の
経
書
の
講
書
は
、
訓
読
が
行
わ
れ
て
い
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
竟
宴
の
場
で
は
漢
詩
の
文
学
様
式
を
採
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
訓
読
と
い
う
講
書
の
目
的
が
、
竟
宴
の
場

で
和
歌
の
文
学
様
式
を
採
用
さ
せ
た
決
定
的
な
原
因
と
言
い
難
い
。
本
論

で
は
、
こ
の
原
因
を
、
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
で
、
天
皇
親
政
の
弘
仁
・

承
和
期
に
お
け
る
文
学
行
事
と
は
全
く
異
な
る
世
界
を
構
築
し
よ
う
と

し
た
基
経
の
意
図
に
求
め
た
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
文
学
様
式
上
で
の

革
新
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
は
、
講
書
の
受
講
者
・

場
所
、
竟
宴
の
有
無
・
場
所
な
ど
多
く
の
要
素
に
お
い
て
、
す
べ
て
中
国

三
史
の
竟
宴
の
先
例
に
従
わ
ず
に
、
革
命
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
基
経
が
摂
関
政
治
を
進
行
さ
せ
、
自
分
を
頂
点
と

し
た
新
た
な
秩
序
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
意
欲
を
物
語
る
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
、『
西
宮
記
』「
臨
時
二
」
に
お
け
る
「
講
日

本
紀
博
士
等
例
」
に
、

元
慶
六
年
。
…
…
式
部
卿
親
王
・
太
政
大
臣
等
、
皆
被
出
詠
哥
也
。

元
慶
六
年
。
…
…
式
部
卿
親
王
・
太
政
大
臣
等
、
皆
な
詠
め
る
哥
を
出い

だ

さ

る
る
な
り
。

と
見
え
る
よ
う
に
、
太
政
大
臣
の
基
経
は
親
王
や
官
人
と
共
に
参
加
し
、

ま
た
共
に
和
歌
を
詠
ん
で
い
る

40
。
こ
れ
は
、
弘
仁
年
間
に
行
わ
れ
た
史

記
竟
宴
で
嵯
峨
天
皇
を
中
心
と
し
た
「
君
唱
臣
和
」
の
世
界
と
相
似
し
た

色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
基
経
は
、
日
本
紀
竟
宴
に
お
い
て
、
天
皇
が
主
催

す
る
詩
宴
と
同
じ
構
造
で
、
天
皇
の
部
分
に
自
分
を
置
き
換
え
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
陽
成
天
皇
が
元
慶
六
年
の
春
に
す
で
に
元
服
を
迎
え
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
廷
の
中
堅
の
政
治
集
団
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と
を

考
え
あ
わ
せ
る
と
、
元
慶
度
の
竟
宴
は
、
や
は
り
基
経
の
天
皇
権
力
へ
の

対
抗
意
識
を
表
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
基
経
は
、
養
父
の

藤
原
良
房
の
遺
志
を
継
ぎ
、
藤
原
北
家
を
中
心
と
し
た
新
た
な
政
治
形
態

の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
摂
関
政
治
史
に
お
け
る
極
め
て
重
要
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な
人
物
で
あ
っ
た
。
元
慶
六
年
よ
り
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
元
慶
七
年
に
起
こ

っ
た
、
陽
成
天
皇
の
廃
位
事
件
は
、
彼
が
従
来
の
中
央
集
権
的
律
令
国
家

の
秩
序
を
破
壊
し
、
新
た
な
摂
関
政
治
の
秩
序
を
創
出
す
る
た
め
の
一
つ

の
決
定
的
な
政
治
行
為
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
中
国
三
史
の
竟
宴
の
状
況
と
比
べ
て
み
る
と
、
日
本
紀
竟

宴
が
中
国
三
史
の
そ
れ
を
模
倣
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
革
新
を
求
め

よ
う
と
し
た
傾
向
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
傾
向
が
基

経
の
政
治
的
野
心
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

終
わ
り
に

以
上
中
国
三
史
・
日
本
書
紀
の
講
書
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
つ
つ
、
両

者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
総
合
的
に
考
察
し
、
平
安
前
期
、
特
に
弘
仁
度
・

承
和
度
・
元
慶
度
の
日
本
紀
講
書
の
位
相
を
再
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で

改
め
て
要
点
を
ま
と
め
て
み
る
。

中
国
三
史
の
講
書
は
、
中
国
的
律
令
国
家
を
円
滑
に
運
営
さ
せ
よ
う
と

す
る
政
治
上
の
需
要
に
応
じ
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
講
書

は
、
嵯
峨
天
皇
、
仁
明
天
皇
な
ど
の
よ
う
な
親
政
姿
勢
を
示
し
た
天
皇
、

及
び
国
家
官
吏
の
予
備
軍
と
い
う
広
範
囲
の
人
々
を
中
心
の
受
講
者
と

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
講
書
の
場
所
は
、
平
安
京
の
都

市
構
造
の
空
間
的
秩
序
に
厳
格
に
即
し
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
律
令
国
家

の
社
会
秩
序
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
貞
観

年
間
に
右
大
臣
の
藤
原
良
相
が
内
裏
に
あ
る
曹
司
に
お
い
て
史
記
の
講

書
を
行
っ
た
と
い
う
事
例
も
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
前
期
摂
関
政

治
の
進
行
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
講
書
の
場
所
の
空
間
秩
序
が
各

権
力
の
消
長
に
よ
る
社
会
秩
序
の
変
化
を
表
わ
す
、
と
い
う
原
理
に
は
背

い
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
九
世
紀
の
日
本
紀
講
書
は
、
あ
る

特
定
の
時
代
背
景
の
も
と
で
、
一
部
の
国
家
官
吏
の
み
を
対
象
と
し
て
い

る
。
殊
に
、
摂
関
政
治
が
進
ん
で
い
る
元
慶
年
間
に
お
け
る
日
本
紀
講
書

は
、
弘
仁
度
・
承
和
度
の
先
例
を
破
り
、
そ
の
講
書
の
場
所
を
内
裏
外
郭

か
ら
、
内
裏
に
お
け
る
重
要
な
政
治
の
場
で
あ
る
宜
陽
殿
に
移
行
さ
せ
、

そ
の
場
で
天
皇
の
存
在
を
排
除
し
、基
経
を
中
心
と
し
た
、高
級
官
吏
（
公

卿
）、
下
級
官
吏
（
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
・
内
記
な
ど
）、
及
び
官
吏
の

予
備
軍（
大
学
寮
の
学
生
）か
ら
構
成
し
た
政
治
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
三
史
講
書
の
終
了
を
祝
う
た
め
の
竟
宴
が
政
治
の
場
と
直
接

に
関
連
し
て
い
な
い
私
的
な
場
で
開
催
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本

紀
講
書
は
、
元
慶
度
を
境
に
し
、
侍
従
所
の
南
の
右
大
臣
曹
司
と
い
う
政

治
的
な
場
所
に
お
い
て
初
め
て
竟
宴
を
開
催
し
、
文
学
様
式
の
選
択
な
ど

の
面
に
お
い
て
も
、
中
国
三
史
の
竟
宴
の
先
例
に
従
う
こ
と
な
く
革
新
性

を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
斬
新
さ
を
求
め
る
傾
向
は
、

基
経
が
朝
廷
の
従
来
の
秩
序
を
破
り
、
自
分
を
頂
点
と
し
た
新
た
な
世
界

を
作
り
出
そ
う
と
す
る
野
心
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
元
慶
度
の

日
本
紀
講
書
は
、
当
時
の
政
治
状
況
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
お
り
、
き
わ

め
て
特
別
な
意
義
を
有
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
は
、
中
国
三
史
の
講
書
と
の
関
わ
り
と
い
う
視
座
か
ら
、
日
本
紀

講
書
の
位
相
に
新
た
な
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
貞
観
期
の
神

国
思
想
、
ま
た
元
慶
の
乱
な
ど
と
の
関
連
に
も
目
線
を
向
け
、
元
慶
度
の

日
本
紀
講
書
を
さ
ら
に
考
察
し
、
論
を
深
め
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。
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注　
1　
『
日
本
後
紀
』（
弘
仁
三
年
六
月
二
日
の
条
）、『
続
日
本
後
紀
』（
承
和
十
年
六
月
一
日

の
条
）、『
三
代
実
録
』（
元
慶
二
年
二
月
二
十
五
日
の
条
）、『
日
本
紀
略
』（
延
喜
四
年

八
月
二
十
一
日
、
承
平
六
年
十
二
月
八
日
、
康
保
二
年
八
月
十
三
日
の
各
条
）
に
そ
れ

ぞ
れ
日
本
紀
講
書
の
記
事
が
見
え
る
。
養
老
度
の
日
本
紀
講
書
に
つ
い
て
は
、『
釈
日
本

紀
』
以
外
の
正
史
に
そ
れ
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
長
谷
部
将
司
「『
続
日
本
紀
』
成
立

以
降
の
『
日
本
書
記
』
―
『
日
本
書
紀
』
講
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
歴
史
学
研
究
』、

二
〇
〇
七
年
四
月
、
八
二
六
号
、
青
木
書
店
）
二
十
七
頁
に
「
養
老
度
の
講
書
は
『
続

紀
』
に
記
載
が
な
く
、『
釈
日
本
紀
』
の
み
に
見
え
る
も
の
だ
が
、
た
だ
「
養
老
五
年
」

と
弘
仁
度
以
降
の
事
例
と
異
な
り
具
体
的
な
記
載
が
見
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
戦
前
か

ら
宇
佐
神
正
康
氏
を
は
じ
め
そ
の
存
在
を
疑
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
」と
あ
る
。
な
お
、

清
水
潔
「
上
代
に
お
け
る
毎
朝
御
拝
の
伝
統
と
神
国
思
想
」（『
神
道
史
研
究
』
四
十
四

巻
二
号
、
一
九
九
六
年
四
月
、
神
道
史
学
会
）
十
九
頁
に
「
日
本
紀
講
書
は
養
老
に
一

度
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
書
紀
が
撰
修
さ
れ
た
翌

年
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
撰
進
を
記
念
し
た
披
露
の
意
味
合
い
が
強
い
も
の
で
あ
り
、

講
書
の
講
師
も
、
日
本
書
記
の
選
者
の
一
人
で
あ
っ
た
太
田
麻
呂
で
あ
っ
た
か
ら
、
撰
述

行
為
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
、
水
口

幹
記
氏
が
「
奈
良
時
代
の
日
本
書
紀
講
書

―
養
老
講
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
史
料

と
し
て
の
日
本
書
紀
―
津
田
左
右
吉
を
読
み
な
お
す
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一一
年

一
〇
月
）
に
お
い
て
、
養
老
度
の
講
書
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

2
太
田
晶
二
郎
氏
が
「
上
代
に
於
け
る
日
本
書
紀
講
究
、（
一
）
イ
（
ろ
）」（
史
学
会
編
『
本

邦
史
学
史
論
叢
』
上
、
富
山
房
、
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、
九
世
紀
初
葉
の
日
本
社

会
の
現
実
に
視
線
を
向
け
、
弘
仁
・
承
和
度
の
日
本
紀
講
書
の
目
的
が
当
時
の
氏
姓
問

題
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し
、
関
晃
氏
が
「
上
代
に
於
け
る
日
本
書
紀

講
読
の
研
究
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
七
年
十
月
）
に

お
い
て
講
書
の
精
神
を
七
世
紀
の
大
化
改
新
の
真
精
神
に
関
連
さ
せ
、
そ
の
官
学
の
変

遷
上
に
お
け
る
意
義
を
論
じ
、
日
本
紀
講
書
の
論
考
は
広
い
視
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、「
日
本
書
紀
私
記
」
等
の
講
書
に
関
す
る
覚
書
、
或
い
は
講
書
の
終
了
後
に
開

催
さ
れ
た
竟
宴
に
お
い
て
の
和
歌
の
表
記
に
注
目
し
た
諸
論
考
に
よ
り
、
講
書
の
第
一
義

の
目
的
が
日
本
書
紀
の
訓
読
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
実
証
さ
れ
て
お
り
、
共
通
の
認

識
を
得
る
所
で
あ
る
。

3
梅
村
玲
美
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
の
研
究

―
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
』（
風
間
書
房
、

二
〇
一
〇
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

4
講
書
を
担
当
す
る
執
講
の
要
素
も
考
え
ら
れ
る
が
、
弘
仁
・
承
和
度
の
執
講
に
つ
い
て
不

明
な
点
が
多
い
。
弘
仁
度
の
執
講
の
多
人
長
は
、
大
安
万
呂
の
子
孫
か
と
推
測
さ
れ
て

い
る
が
、
明
確
な
根
拠
が
な
い
。
な
お
承
和
度
の
執
講
の
菅
野
高
年
は
、
当
時
散
位
正

六
位
上
だ
っ
た
と
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
降
の
講
書
の
執
講
に
つ
い
て
は
、
大

学
寮
の
明
経
道
・
紀
伝
道
の
関
係
者
が
執
講
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
橋
本
不
美
男
「
日

本
紀
竟
宴
和
歌
」（『
王
朝
和
歌
史
の
研
究
』
所
収
、笠
間
書
院
、一
九
六
二
年
一
月
）（
一
七

頁
）
に
よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

5 『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
原
文
と
そ
の
訓
読
は
、『
国
史
大
系
』・
今
泉
忠
義
『
訓
読
続

日
本
紀
』（
臨
川
書
店
、
一
九
八
六
年
五
月
）
に
従
う
。

6
『
本
朝
文
粋
』
に
お
け
る
原
文
と
そ
の
訓
読
は
、新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
五
月)

を
参
照
。

7
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
原
文
と
そ
の
訓
読
は
、『
国
史
大
系
』・
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
六
月
）
に
従
う
。 

8
擬
文
章
生
に
な
っ
て
初
め
て
式
部
省
の
文
章
生
の
試
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
擬
文
章
生
よ
り
文
章
生
に
な
っ
た
人
達
の
中
で
二
名
が
文
章
得

業
者
に
選
ば
れ
、
七
年
以
上
の
勉
学
を
経
て
か
ら
、
博
士
の
推
薦
に
よ
り
、
最
高
国

家
試
験
で
あ
る
対
策
を
受
け
る
。
こ
の
試
験
で
合
格
し
秀
才
と
な
り
、
漸
く
官
吏
に
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登
用
さ
れ
る
。『
養
老
命
』
の
「
選
叙
令
三
十
」
に
「
秀
才
出
身
条
。
凡
秀
才
出
身
、

上
上
第
正
八
位
上
。
上
中
正
八
位
下
（
秀
才
出
身
の
条
。
凡
そ
秀
才
の
出
身
、
上
上

第
を
正
八
位
上
、
上
中
を
正
八
位
下
に
せ
よ
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

9
久
木
幸
男
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』（
玉
川
大
学
出
版
部 

、
一
九
九
〇
年
六
月
）

三
七
四
頁
。

10
原
文
の
訓
読
は
、
注
１
に
掲
載
し
た
長
谷
部
将
司
氏
の
論
考
を
参
照
し
た
。

11
大
春
日
穎
雄
は
小
内
記
（
大
内
記
は
誤
記
）、滋
野
貞
主
は
小
内
記
（
文
章
生
は
誤
記
）

で
あ
る
。

12
注
2
関
晃
氏
前
掲
の
論
考
。
十
五
頁
。

13
注
1
長
谷
部
将
司
氏
前
掲
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

14
玉
井
力
「
一
〇
～
一一
世
紀
の
日
本
―
摂
関
政
治
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
六
巻
古

代
５
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一一
～
一二
頁
。

15
左
大
臣
の
源
融
は
基
経
が
摂
政
に
任
ぜ
ら
れ
た
貞
観
十
八
（
八
七
六
）
年
に
上
書
し
自

宅
に
引
き
篭
も
っ
た
。

16
工
藤
重
矩
「
延
喜
六
年
日
本
紀
竟
宴
和
歌
の
歌
人
た
ち
」（『
国
語
と
国
文
学
』

五
六
・
四
、一
九
七
九
年
四
月
）
に
「
講
書
の
性
格
は
座
の
位
置
に
端
的
に
現
れ
て
い

る
。
講
書
の
直
接
の
対
象
は
大
臣
以
下
参
議
以
上
の
公
卿
で
あ
り
、
弁
・
少
納
言
な

ど
は
、「
聴
衆
」
で
あ
る
。
聴
衆
と
は
陪
席
を
許
さ
れ
た
傍
聴
者
の
謂
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら
は
講
書
の
第
一
義
的
受
講
者
で
は
あ
る
ま
い
。
外
記
は
博
士
を
召
し
た
り
な
ど
、

行
事
の
雑
役
に
預
か
っ
て
い
る
が
、
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
は
み
な
太
政
官
の
下

部
組
織
で
あ
る
」
と
あ
る
。

17
滝
川
幸
司
「
藤
原
基
経
と
詩
人
た
ち
」（『
語
文
』
第
八
十
四・
八
十
五
号
、
二
〇
〇
六

年
二
月
）
三
十
五
頁
。

18
内
裏
及
び
大
内
裏
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
裏
松
光
世
『
大
内
裏
図
考
証
』（
新
訂
増
補　

故
実
叢
書
）、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
「
平
安
京
大
内
裏
古
図
」（
京
都
市
編
『
京
都
の
歴

史

―
平
安
の
新
京
』、
学
芸
書
院
、
一
九
七
〇
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

19
仏
教
の
行
事
に
つ
い
て
は
、『
日
本
後
紀
』
逸
文
（
八
二
三
）
十
二
月
二
十
四
日
条
「
請

大
僧
都
長
恵
、
少
僧
都
勤
操
、
大
法
師
空
海
等
於
清
涼
殿
、
行
大
通
方
広
之
法
。
終

夜
而
畢
也
」
と
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
五
年
（
八
四
八
・
嘉
祥
元
年
）
二
月
十
五

日
条
「
請
百
僧
於
紫
宸
殿
及
清
涼
殿
、
転
読
大
般
若
經
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
内

宴
と
曲
宴
に
つ
い
て
は
、『
日
本
後
紀
』
天
長
九
年
（
八
三
二
）
正
月
二
十
一
日
条
「
皇

帝
於
清
涼
殿
内
宴
。
献
詩
者
十
三
人
。
有
御
製
。
賜
禄
有
差
」
と
、『
続
日
本
後
紀
』

承
和
元
年
（
八
三
四
）
八
月
十
二
日
条
「
上
曲
宴
清
涼
殿
。
号
曰
芳
宜
花
讌
。
賜
近

習
以
下
至
近
衛
將
監
祿
有
差
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

20
『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
原
文
と
そ
の
訓
読
は
、黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
日
本
後
紀
』

（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
に
従
う
。 

21
菅
原
道
真
の
「
勧
学
院
、
漢
書
竟
宴
。
詠
史
得
叔
孫
通
」
の
題
か
ら
、
藤
原
氏
族
の

子
弟
を
対
象
と
し
た
漢
書
の
講
書
が
行
わ
れ
、「
八
月
十
五
夜
、
嚴
閤
尚
書
、
授
後
漢

書
畢
。
各
詠
史
、
得
黄
憲
。」
の
詩
序
に
お
け
る
「
厳
君
知
斯
文
之
直
筆
、
謂
斯
文

之
良
吏
、
遂
引
諸
生
、
校
授
芸
閣
」
か
ら
、
芸
閣
と
呼
ば
れ
て
い
る
菅
家
廊
下
で
は
、

三
史
の
講
書
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

22
注
18
に
掲
載
し
た
『
京
都
の
歴
史

―
平
安
の
新
京
』。

23
鈴
木
琢
郎
「
大
臣
曹
司
の
基
礎
的
研
究
」（『
古
代
文
化
』
五
十
九
・
一
、二
〇
〇
七
年

六
月
）
五
七
頁
。

24
諸
星
友
美
枝
「
前
期
摂
関
政
治
に
お
け
る
摂
政
・
関
白
の
機
能

―
関
白
藤
原
基
経

の
政
治
的
地
位
を
中
心
に
―
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
９
、二
〇
〇
〇
年
）

「
良
房
が
摂
政
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
史
料
上
で
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年

（
八
六
六
）
八
月
十
九
日
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
、そ
の
記
事
は
「
勅
太
政
大
臣
、

摂
行
天
下
之
政
」
と
伝
え
て
い
る
。
だ
が
一
般
的
に
は
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
の
文
徳

天
皇
病
死
後
、
わ
ず
か
九
歳
で
即
位
し
た
幼
帝
清
和
の
も
と
で
良
房
は
摂
政
の
実
を
行

い
、貞
観
八
年
勅
に
よ
っ
て
正
式
に
摂
政
に
任
じ
ら
れ
た
、と
解
釈
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。

25
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
二
十
五
日
条
に
「
図
書
寮
、
掌
持
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典
籍
、
供
奉
内
裏
。
故
改
爲
内
史
局
。（
図
書
寮
は
、
典
籍
を
掌
持
し
て
内
裏
に
供

奉
す
る
こ
と
を
司
る
。
故
に
改
め
て
内
史
局
と
為
す
）」
と
あ
る
が
、内
裏
の
構
造
は
、

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
至
り
、
変
動
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
内
史
局
が
図
書
寮

で
あ
る
と
は
安
易
に
断
定
で
き
な
い
。

26
注
4
関
晃
氏
前
掲
論
考
、
二
四
〇
頁
。

27
注
4
橋
本
不
美
男
前
掲
論
考
、
十
五
頁
。

28
吉
川
真
司
『
律
令
国
家
の
女
官
、
日
本
女
性
生
活
史
１
原
始
・
古
代
』（
東
京
大
学
出

版
社
、
一
九
九
〇
年
五
月
）

29
飯
淵
康
一
ら
「
平
安
宮
内
裏
承
明
門
・
日
華
門
の
儀
式
時
に
お
け
る
性
格
」（『
日
本
建

築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
五
四
三
号
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
）
二
五
六
頁
。

30
注
29
に
掲
載
し
た
論
考
。
二
六
〇
頁
に
「
公
卿
が
参
内
し
た
と
き
の
た
め
の
公
卿
座
が
、

宜
陽
殿
と
近
衛
陣
に
二
種
類
設
け
て
あ
り
、
改
ま
っ
た
儀
式
な
ど
を
行
う
際
に
は
宜
陽

殿
の
座
に
、
普
通
の
時
に
は
近
衛
陣
の
座
に
着
い
た
と
さ
れ
る
。

31
注
29
に
掲
載
し
た
論
考
。
二
六
〇
頁
。

32
当
時
の
竟
宴
詠
史
詩
に
つ
い
て
は
、
た
だ
島
田
忠
臣
の
一
首
し
か
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

33
菅
原
道
真
の
詩
文
の
訓
読
は
、川
口
久
雄『
菅
家
文
草
・
後
集
』（
岩
波
書
店
、一
九
五
六
年
）

を
参
照
。

34
同
前
『
菅
家
文
草
・
後
集
』
補
注
、
六
五
九
頁
。

35
外
記
庁
と
侍
従
局
と
右
大
臣
の
曹
司
と
の
地
理
的
関
係
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
注
22
鈴

木
琢
郎
「
大
臣
曹
司
の
基
礎
的
研
究
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

36
注
18
『
京
都
の
歴
史

―
平
安
の
新
京
』「
太
政
官
と
財
政
」
二
八
三
頁
。

37
『
西
宮
記
』「
臨
時
二
」
に
お
け
る
「
始
読
日
本
紀
事
」
に
「
二
三
年
間
の
間
に
講
じ
て

読
み
竟
り
ぬ
」
と
記
し
て
い
る
た
め
、
天
慶
度
の
講
書
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
元
慶
度
は
七
年
間
を
要
し
、延
喜
度
は
一
年
間
し
か
要
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

38
注
18
『
京
都
の
歴
史

―
平
安
の
新
京
』
二
六
三
頁
に
「
十
世
紀
以
降
…
…
な
お
、
外

記
庁
の
正
庁
か
ら
そ
の
南
に
あ
る
南
舎
へ
は
渡
廊
で
通
じ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
結
政
所
と

も
い
う
の
は
、こ
こ
で
政
の
は
じ
ま
る
前
に
関
係
文
書
を
束
ね
て
整
理
し
た
こ
と
に
よ
る
」

と
あ
る
。

39
注
2
関
晃
前
掲
論
考
と
、
注
3
梅
村
玲
美
前
掲
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

40
『
日
本
紀
竟
宴
和
歌
』
に
は
元
慶
六
年
の
竟
宴
和
歌
が
僅
か
藤
原
国
経
の
二
首
し
か

残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
新
編
国
歌
大
観
』
に
は
、
元
慶
六
年
の
竟
宴
和
歌
が
応
神

天
皇
を
題
と
し
た
源
多
の
一
首
「
ひ
じ
か
た
の
を
ぐ
ら
の
山
は
は
る
け
き
を
君
も
ま

も
る
に
か
げ
も
は
な
れ
ず
」
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
そ
の
全
貌
を
知
り

え
な
い
。
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———　ことばと空間　———

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
世
界
を
特
徴
づ
け
る
一
つ
の
要
素
が
、
こ
の
よ

う
な
動
物
と
人
間
と
の
関
係
の
近
さ
で
あ
る
こ
と
は
、
以
前
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
作
品
に
お
い
て
、
人
間
の
形
象

が
動
物
的
な
特
徴
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
早
い
段
階
で
指
摘

し
た
も
の
と
し
て
は
吉
原
深
和
子
の
研
究
が
あ
る

 2
。
し
か
し
、プ
ラ
ト
ー

ノ
フ
作
品
に
お
け
る
動
物
の
形
象
と
人
間
の
形
象
の
関
連
そ
の
も
の
を

包
括
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
研
究

状
況
の
な
か
で
、
初
期
か
ら
後
期
に
至
る
作
品
群
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ

と
を
試
み
た
ギ
ュ
ン
テ
ー
ル
の
論
文
は
注
目
す
べ
き
も
の
だ

3 

。
ギ
ュ
ン

テ
ー
ル
は
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
で
は
動
物
と
人
間
が
互
い
に
置
き
換

え
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
こ

に
二
種
類
の
相
反
す
る
要
素
を
見
出
し
て
い
る
。
第
一
の
要
素
は
、
動
物

が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
同
様
の
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
る
と

い
う
も
の
だ
。
た
と
え
ば
初
期
の
作
品
『
た
く
さ
ん
の
興
味
深
い
も
の
に

つ
い
て
の
話
』
で
は
、
動
物
も
社
会
主
義
に
参
加
す
る
だ
ろ
う
と
主
人
公

イ
ヴ
ァ
ン
・
コ
プ
チ
ク
が
語
る
。
こ
の
第
一
の
要
素
に
つ
い
て
、
同
時
代

の
ロ
シ
ア
の
詩
人
ザ
ボ
ロ
ツ
キ
ー
と
、
画
家
フ
ィ
ロ
ー
ノ
フ
と
の
共
通
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
要
素
は
、
人
間
が
変
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
動
物
同
様
の
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の

プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
『
土
台
穴
』
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
川
哲

 

1. 

は
じ
め
に

　
本
論
の
議
論
の
出
発
点
は
次
の
よ
う
な
一
節
に
あ
る
。

熊
は
人
間
の
よ
う
に
鎚
で
も
っ
て
金
敷
の
う
え
の
赤
熱
し
た
帯
状
の
鉄
を

叩
い
て
い
た

1 

。（
299
）

　
こ
れ
は
、
ロ
シ
ア
の
小
説
家
ア
ン
ド
レ
イ
・
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ

（
一
八
九
九
―
一
九
五
一
）
に
よ
る
中
編
小
説
『
土
台
穴
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
こ
の
な
か
の
「
人
間
の
よ
う
に
」
と
い
う
箇
所
は
、
こ
の
場

面
で
の
熊
と
人
間
の
あ
い
だ
の
類
似
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

こ
で
両
者
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
前
提
に
は
、
そ
も
そ
も
両
者
が
異

な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
引
用

箇
所
で
は
両
者
に
共
通
す
る
何
か
が
想
像
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
熊
が
「
人

間
の
よ
う
に
」
行
動
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
暗
黙
に
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
動
物
と
人
間
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
通
常
切
り
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
に
は
、
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
上

に
引
用
し
た
個
所
を
み
る
と
、
通
常
動
物
が
行
う
と
は
予
期
さ
れ
て
い
な

い
行
為
を
熊
が
行
っ
て
お
り
、
動
物
と
人
間
と
の
隔
た
り
が
よ
り
狭
ま
っ
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で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
九
三
○
年
台
半
ば
に

書
か
れ
た
同
時
代
の
ド
イ
ツ
を
舞
台
と
す
る
『
ご
み
の
風
』
だ
。
こ
の
作

品
の
主
人
公
リ
フ
テ
ン
ベ
ル
ク
は
あ
る
と
き
か
ら
体
中
が
毛
で
覆
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
周
囲
か
ら
は
人
間
と
し
て
識
別
さ
れ
る
こ
と

す
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
で
は
、
動
物

の
形
象
と
人
間
の
そ
れ
と
を
連
続
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
作
品
の
際
立
っ
た
特
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言

い
換
え
る
と
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
に
お
け
る
動
物
と
人
間
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
あ
い
だ
に
は
、
中
間
的
な
も
の
が
あ
り
得
る
よ
う
な
、
比
喩

的
な
意
味
で
の
空
間
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
本
論
文
は
、
そ
の

空
間
に
関
す
る
探
究
の
試
み
で
あ
る
。

  

本
論
文
で
は
、
一
九
三
〇
年
に
完
成
し
、
一
九
二
〇
年
代
末
の
五
カ
年

計
画
開
始
に
伴
う
農
業
集
団
化
を
都
市
と
農
村
の
描
写
を
通
し
て
複
眼

的
に
描
き
出
し
た
中
編
小
説
で
あ
る
『
土
台
穴
』
を
扱
う
。
そ
の
理
由
は

第
一
に
、
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
空
間
と
い
う
テ
ー
マ
が
こ
の
作
品
に

と
っ
て
も
つ
際
立
っ
た
重
要
性
の
た
め
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品

群
に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
人
間
社
会
と
い
う
主

題
が
、
農
業
集
団
化
に
伴
う
富
農
撲
滅
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
『
土
台
穴
』

ほ
ど
本
質
的
な
位
置
を
占
め
る
作
品
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
作
品
に
あ
っ

て
、
人
間
そ
れ
自
体
が
相
対
化
さ
れ
る
場
と
し
て
の
動
物
と
人
間
の
あ
い

だ
の
空
間
は
他
の
作
品
に
も
ま
し
て
、
作
品
全
体
の
構
想
に
有
機
的
に
関

連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
動
物
と
人
間
の
関
係
の
変
化
が
、
人
間

的
な
社
会
へ
の
参
加
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
の
離
脱
と
い
う
結
果
に
つ
な

が
る
こ
と
は
、
ギ
ュ
ン
テ
ー
ル
が
行
っ
た
分
析
に
お
い
て
す
で
に
示
さ
れ

て
い
る
が
、『
土
台
穴
』
で
は
そ
の
よ
う
な
相
関
が
、
本
論
文
で
詳
述
す

る
馬
と
放
浪
者
の
挿
話
に
お
い
て
劇
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ロ
シ
ア
革
命
を
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
繰
り
返
し
作
品
で
取
り
上
げ
た
。
し

た
が
っ
て
、
作
品
の
検
討
に
移
る
前
に
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
が
書
い
た
作
品

に
つ
い
て
伝
記
的
事
項
と
と
も
に
確
認
す
る
こ
と
は
有
益
だ
と
思
わ
れ

る
。

　
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
が
書
い
た
最
初
の
著
作
は
『
電
化
』（
一
九
二
一
年
刊

行
）
だ
。
こ
の
小
冊
子
で
彼
は
、
大
規
模
な
発
電
所
と
送
電
網
の
整
備
に

よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
と
移
送
の
効
率
化
が
革
命
の
成
就
に
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
社
会
評
論
の

分
野
で
ま
ず
頭
角
を
現
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
小
冊
子
が
出
た
一
九
二
一

年
に
鉄
道
技
術
専
門
学
校
の
電
気
工
学
科
を
卒
業
し
た
後
は
、
ロ
シ
ア
南

部
の
都
市
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
や
タ
ン
ボ
フ
で
、
土
壌
の
改
良
、
そ
し
て
灌
漑
事

業
な
ど
に
従
事
し
た
。
こ
の
時
期
に
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
小
説
を
書
き
始
め

る
が
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
作
品
は
、
物
質
を
自
在
に
生
み
出
す
た
め

の
理
論
を
発
見
し
た
物
理
学
者
た
ち
に
つ
い
て
の
S
F
小
説
『
エ
ー
テ

ル
の
道
』（
一
九
二
七
年
完
成
）
や
、
ロ
マ
ノ
フ
朝
時
代
の
運
河
建
設
と
そ

の
挫
折
を
描
き
出
し
た
『
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
の
水
門
』（
一
九
二
七
年
発
表
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
は
、
科
学
的
な
探
求
や
、
治
水
工
事
な
ど
、

作
家
の
伝
記
的
事
項
と
対
応
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
一
九
二
七
年
に
モ
ス
ク
ワ
に
移
住
し
、
執
筆
に
専
念
し

始
め
た
あ
と
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
よ
り
直
接
的
に
、
現
実
の
ロ
シ
ア
革
命

を
扱
っ
た
作
品
を
書
き
、
著
作
を
世
に
問
う
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
作

品
に
は
、
内
戦
期
の
歴
史
の
激
動
を
一
人
の
楽
天
的
な
兵
士
の
視
点
か
ら

描
く
表
題
作
を
含
む
作
品
集
『
秘
め
ら
れ
た
人
間
』（
一
九
二
八
年
刊
行
）、

第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
か
ら
ロ
シ
ア
革
命
の
初
期
に
か
け
て
の
ロ
シ

ア
を
放
浪
す
る
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
長
編
『
チ
ェ
ヴ
ェ
ン
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グ
ー
ル
』（
一
九
二
九
年
完
成
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
成
功
は
、
こ

れ
ら
と
重
な
る
時
期
に
書
き
つ
が
れ
、
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
二
つ
の
作
品

が
文
壇
に
お
い
て
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
た
め
に
断
ち
切
ら
れ
た
。
そ
の

二
つ
の
作
品
と
は
、
一
九
二
○
年
代
末
の
モ
ス
ク
ワ
を
革
命
直
後
以
来
ひ

さ
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
男
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
風
刺
的
な
中
編
「
疑
惑
を

抱
い
た
マ
カ
ー
ル
」（
一
九
二
九
年
発
表
）、
第
一
次
五
カ
年
計
画
に
伴
う

急
激
な
農
業
集
団
化
が
一
段
落
し
た
後
の
農
村
を
旅
す
る
技
師
に
よ
る

と
い
う
形
式
を
と
っ
た
『
た
め
に
な
る
』（
一
九
三
一
年
発
表
）
で
あ
る
。

　
発
表
す
る
場
を
失
っ
た
こ
の
時
期
に
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
『
土
台
穴
』

（
一
九
三
〇
年
完
成
）
を
書
い
た
。
一
九
三
四
年
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
ソ
ビ

エ
ト
作
家
同
盟
の
結
成
大
会
に
参
加
し
、
そ
の
一
員
に
な
る
。
そ
し
て

程
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ソ
ビ
エ
ト
政
権
樹
立
十
周
年
を
記
念
す

る
作
品
集
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
に
赴
い
た
。
こ
の
旅

行
で
の
取
材
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
砂
漠
を

さ
ま
よ
う
民
族
に
定
住
地
を
与
え
救
済
し
よ
う
と
す
る
青
年
を
主
人
公

と
す
る
中
編
『
ジ
ャ
ン
』（
一
九
三
〇
年
完
成
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
作
品

を
出
版
す
る
上
で
の
困
難
が
和
ら
い
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
ジ
ャ
ン
』

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
作
家
の
没
後
（
一
九
五
八
年
）
で
あ
る
。
例
外
的
に
、

一
九
四
〇
年
代
前
半
は
従
軍
作
家
と
し
て
、
戦
争
を
題
材
に
し
た
小
説
を

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
は
作
品
を
発
表
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
間
に
、
単
行
本
、
作
品

集
合
わ
せ
て
六
冊
の
著
作
を
刊
行
し
て
い
る
。
戦
争
の
と
き
の
負
傷
、
そ

し
て
ま
た
戦
時
中
す
で
に
発
症
し
て
い
た
結
核
が
原
因
と
な
っ
て
、
作
家

は
一
九
五
一
年
、
没
し
た
。

2. 

プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
『
土
台
穴
』
に
お
け
る
馬
と
放
浪
者
の
挿
話

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
革
命
の
開
始
か
ら
ソ
連
が
国
家
と
し
て
確
立

さ
れ
て
い
く
ま
で
の
時
期
に
主
要
な
作
品
を
残
し
た
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
に

と
っ
て
革
命
は
、
自
ら
の
意
思
で
参
加
す
る
対
象
で
も
あ
り
、
同
時
に

彼
の
人
生
を
否
応
な
し
に
決
定
し
て
い
く
環
境
で
も
あ
っ
た
。『
土
台
穴
』

で
は
、
農
業
集
団
化
に
伴
う
悲
惨
な
状
況
と
、
そ
れ
に
接
し
た
登
場
人
物

が
抱
く
深
い
懐
疑
が
描
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
こ
の
作
品
に
は
、
革
命
に
対
し
て
一
義
的
な
否
定
は
行
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
、
粘
り
強
い
吟
味
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

　
本
論
文
で
検
討
す
る
箇
所
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
描
き
出
さ

れ
る
動
物
を
目
撃
す
る
登
場
人
物
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
の
作
品
内
で
の
位
置

づ
け
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品

の
筋
書
き
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
勤
め
先
の
工
場
か
ら
解
雇
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
は
、
町
を
あ
て
も
な

く
さ
ま
よ
っ
て
い
る
う
ち
、
巨
大
な
共
同
住
宅
の
建
築
現
場
で
働
く
こ
と

に
な
っ
た
。
プ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
工
事
現
場
で
設
計
を
担
当
し
て

い
る
。
技
師
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
の
は
、
基
礎
工
事
を
担
当
す
る

チ
ー
ク
リ
ン
だ
。
基
礎
工
事
の
後
、
粗
石
を
敷
く
と
き
に
は
、
サ
フ
ロ
ー

ノ
フ
が
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
工
事
が

進
む
一
方
で
、
傷
病
兵
の
ジ
ャ
ー
チ
ェ
フ
は
、
工
事
現
場
の
周
辺
を
回
っ

て
は
、
物
乞
い
を
し
て
食
料
な
ど
を
人
々
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た
。
コ
ズ

ロ
ー
フ
は
、
ジ
ャ
ー
チ
ェ
フ
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
腹
部
に
負
傷
し
、
土

台
穴
で
の
労
働
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。

　
秋
が
近
づ
い
て
来
た
こ
ろ
チ
ー
ク
リ
ン
は
、
革
命
以
前
か
ら
彼
が
恋
し

て
い
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
女
性
が
、
廃
工
場
で
そ
の
娘
の
ナ
ー
ス
チ
ャ
と
い
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る
の
を
見
つ
け
る
。
そ
の
女
性
の
死
を
チ
ー
ク
リ
ン
は
み
と
っ
た
。
翌
朝
、

チ
ー
ク
リ
ン
と
、
孤
児
に
な
っ
た
ナ
ー
ス
チ
ャ
が
労
働
者
の
住
居
に
や
っ

て
き
た
。
あ
る
日
、
土
台
穴
の
基
礎
工
事
の
際
に
掘
り
出
さ
れ
た
棺
桶
を

返
せ
と
要
求
す
る
エ
リ
セ
イ
と
い
う
男
が
プ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
も
と

に
や
っ
て
く
る
。
多
数
の
棺
桶
を
紐
で
つ
な
い
で
、
エ
リ
セ
イ
は
自
分
た

ち
の
村
に
帰
っ
て
い
っ
た
。

　
傷
か
ら
回
復
し
た
コ
ズ
ロ
ー
フ
が
、
労
働
組
合
地
区
委
員
長
で
あ
る

パ
ー
シ
キ
ン
の
運
転
す
る
車
に
乗
っ
て
土
台
穴
に
帰
っ
て
き
た
。
労
働
か

ら
離
れ
て
年
金
生
活
者
と
な
っ
た
彼
は
裕
福
に
な
り
、
三
つ
揃
い
の
ス
ー

ツ
を
着
て
い
た
。
孤
立
し
て
い
る
貧
農
を
探
し
出
す
た
め
に
、
コ
ズ
ロ
ー

フ
と
サ
フ
ロ
ー
ノ
フ
ら
が
、
エ
リ
セ
イ
た
ち
が
住
ん
で
い
る
村
に
派
遣
さ

れ
た
。

　
プ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
チ
ー
ク
リ
ン
か
ら
の
知
ら
せ
で
、
サ
フ
ロ
ー
ノ

フ
と
コ
ズ
ロ
ー
フ
が
村
で
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
と

チ
ー
ク
リ
ン
が
村
に
向
か
っ
た
。
そ
の
村
は
、
活
動
家
に
よ
っ
て
コ
ル

ホ
ー
ズ
と
し
て
組
織
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
活
動
家
は
村
を
集
団
化
す
る

作
業
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
で
苦
悩
し
て
い
た
。

　
活
動
家
は
急
進
的
な
集
団
化
を
決
意
し
、
富
農
や
中
農
を
筏
で
川
に
流

し
た
。
馬
に
乗
っ
て
使
者
が
や
っ
て
き
て
活
動
家
に
、
解
任
を
告
げ
る
書

類
を
届
け
た
。
活
動
家
は
、
富
農
撲
滅
に
お
け
る
行
き
過
ぎ
を
非
難
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
チ
ー
ク
リ
ン
は
、
小
作
人
と
し
て
酷
使
さ
れ
て
い
た
熊
を

救
い
出
し
て
活
動
家
の
も
と
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、
活
動
家
に
対
す
る
批

判
を
知
る
。
チ
ー
ク
リ
ン
は
活
動
家
を
殴
り
、活
動
家
は
動
か
な
く
な
る
。

ナ
ー
ス
チ
ャ
は
寒
い
屋
外
に
長
い
間
い
た
せ
い
で
発
熱
し
て
い
た
。
夜
が

あ
け
る
と
ナ
ー
ス
チ
ャ
は
死
ん
で
い
た
。
チ
ー
ク
リ
ン
は
ナ
ー
ス
チ
ャ
の

た
め
に
墓
を
掘
り
始
め
た
。

　
以
上
が
『
土
台
穴
』
の
筋
書
き
で
あ
る
。
前
半
部
分
で
は
集
合
住
宅

の
建
設
が
描
か
れ
、
後
半
で
は
富
農
撲
滅
が
描
か
れ
る
。
そ
の
二
つ
は
、

一
九
二
○
年
代
末
か
ら
推
進
さ
れ
た
五
カ
年
計
画
の
も
と
で
の
工
業
化

と
農
業
集
団
化
に
対
応
し
て
い
る
。

　
物
語
は
、
工
業
化
の
推
進
か
ら
落
伍
し
て
放
浪
を
始
め
る
ヴ
ォ
ー
シ
ェ

フ
の
視
点
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
。
本
節
で
検
討
す
る
馬
の
挿
話
で
、
大
半

の
途
上
人
物
が
労
働
だ
け
で
精
魂
尽
き
果
て
て
い
く
な
か
で
、
動
物
に
注

目
す
る
の
も
こ
の
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
で
あ
る
。
馬
が
登
場
す
る
の
は
、
コ
ズ

ロ
ー
フ
と
サ
フ
ロ
ー
ノ
フ
の
死
亡
を
確
認
し
に
村
に
来
た
ヴ
ォ
ー
シ
ェ

フ
が
、
チ
ー
ク
リ
ン
と
と
も
に
こ
の
村
の
集
団
化
を
視
察
す
る
途
中
で
の

こ
と
だ
。

い
く
ら
か
の
距
離
を
通
り
過
ぎ
て
、
彼
ら
は
道
で
立
ち
止
ま
っ
た
。
と
い

う
の
は
右
側
か
ら
人
間
の
働
き
無
し
で
門
が
ひ
と
り
で
に
開
き
、
そ
こ
を

通
っ
て
落
ち
着
い
た
馬
た
ち
が
出
て
き
た
か
ら
だ
。（
285
）

　
こ
の
場
面
で
は
、
馬
が
道
を
通
っ
て
い
る
せ
い
で
人
間
た
ち
が
立
ち
止

ま
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

ご
く
普
通
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
の
描
写
に
は
ど

こ
か
非
凡
な
点
が
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
ま
ず
、
門
が
開
く
。
原
文
で
は

こ
の
と
き
、
開
く
動
作
を
意
味
す
る
動
詞откры

ться

が
「
人
間
の
働

き
無
し
で
」
を
意
味
す
る
副
詞
句без труда человека

に
よ
っ
て
修

飾
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
修
飾
語
は
、
門
が
開
く
と
い
う
現
象
に
通
常
伴
っ

て
い
る
動
作
主
と
し
て
の
人
間
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
、
強
く
印
象
づ
け

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
こ
に
は
、
門
を
開
け
る
の
は
人
間
で
あ
る
べ

き
だ
と
い
う
常
識
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
へ
の
驚
き
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
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る
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
誰
の
感
情
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
妥
当
な
の
は
、

こ
の
驚
き
を
、
こ
の
光
景
を
目
撃
し
て
い
る
「
彼
ら
」、
つ
ま
り
ヴ
ォ
ー

シ
ェ
フ
と
チ
ー
ク
リ
ン
ら
の
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
だ
ろ
う
（
そ
し
て
こ

の
推
測
は
、
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
に
関
し
て
は
こ
の
場
面
の
終
り
で
裏
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
）。
同
じ
文
の
後
半
で
、
門
を
開
け
た
の
が
馬
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ひ
と
り
で
に
門
が
開
い
た
と
い
う
こ

と
の
不
可
解
さ
は
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
、
そ

こ
に
人
間
が
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
驚
き
は
、
確
固
た

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
場
面
で
現
れ
た
ば
か
り
の
馬
に
つ
い
て
、
す
で
に
は
っ
き
り
と
指

摘
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
馬
た
ち
が
道
路
上
を
ゆ
く
人
間
た
ち

に
対
し
て
、
眺
め
ら
れ
る
対
象
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
、
こ
の
馬
た
ち
は
、
人
間
た
ち
の
歩
行
を
遮
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
場
面
で
進
行
し
て
い
る
事

態
を
説
明
す
る
の
に
充
分
で
は
な
い
。
上
の
一
節
に
あ
る「
落
ち
着
い
た
」

と
い
う
形
容
詞
が
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
の
だ
が
、
次
の
一
節
に
お
い

て
、
馬
た
ち
の
こ
の
行
動
が
決
し
て
無
自
覚
な
行
動
の
結
果
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

　
一
定
の
足
取
り
で
、
大
地
で
育
ち
つ
つ
あ
る
食
物
に
対
し
て
頭
を
下
ろ

す
こ
と
な
く
、
馬
た
ち
は
密
集
し
た
大
群
と
な
っ
て
道
を
通
り
過
ぎ
て
、

水
が
保
た
れ
て
い
た
窪
地
へ
と
降
り
て
い
っ
た
。
規
定
の
分
量
を
心
ゆ
く

ま
で
飲
む
と
、
馬
た
ち
は
水
の
中
に
入
り
そ
こ
で
自
分
の
清
潔
さ
の
た
め

に
い
く
ら
か
の
時
間
佇
ん
だ
。
そ
の
後
で
乾
い
た
岸
へ
と
抜
け
出
し
て
、

も
と
来
た
方
へ
と
動
き
出
し
た
が
、
隊
列
と
お
互
い
の
密
接
さ
を
失
う
こ

と
は
な
か
っ
た
。（

285
―

286
）

　
い
ま
引
用
さ
れ
た
一
節
に
お
い
て
、
馬
た
ち
は
道
を
使
用
す
る
た
め
に

出
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
馬
た
ち
は
人
間
の
た
め

の
運
搬
手
段
で
は
な
く
、
道
を
使
う
自
分
た
ち
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
道
路
の
通
行
者
と
し
て
は
、
彼
ら
は
人
間
と
対
等
な
存
在
と
し
て

現
れ
る
。
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
た
ち
は
、
や
む
を
得
ず
馬
た
ち
の
た
め
に
立

ち
止
ま
り
、
そ
し
て
動
き
が
制
約
さ
れ
て
い
る
状
態
で
、
馬
た
ち
が
目
的

を
持
っ
て
動
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
彼

ら
の
動
き
を
目
で
追
い
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
場
面
で
の
人
間
た
ち

は
、
馬
た
ち
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
だ
け
で
は
な
く
彼
ら
の
意
思
を
も

事
後
的
に
承
認
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
突
然
の
状
況
の
中
で
人

間
た
ち
は
、
馬
た
ち
を
自
ら
の
意
思
を
持
つ
存
在
、
つ
ま
り
主
体
と
し
て

も
扱
う
こ
と
を
も
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
馬
た
ち
の
側
で
も
、

人
間
に
認
識
さ
れ
る
だ
け
の
対
象
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、

人
間
た
ち
の
歩
行
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
の
生
活
に
、
一
瞬
と
は

い
え
、
関
与
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
双
方
が
、
意
思
を
持
ち
そ
れ
を
互

い
に
認
め
合
っ
た
上
で
、
行
動
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
こ
に
は
、
人
間
と

馬
と
の
行
動
に
お
け
る
相
互
性
が
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
状
況
が
、
人

間
の
意
に
反
し
て
起
こ
り
特
定
の
関
係
性
を
迫
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で

は
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
双
方
に
つ
い
て
心
理
的
な
記
述

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人
間
と
馬
が
門
の
前
と
い
う
路
上
の
一
つ
の
場
所
を

め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
る
身
体
的
な
運
動
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
こ
そ
、
歩
い
て
き
た
人
間
の
思
惟
の
外
に
あ
り
そ
れ
に
先
立
っ
て

存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
場
面
で
門
を
開
け
た
馬
の
意
思
が
示
さ
れ

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
馬
の
意
思

が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
考
え
行
動
す
る
、
人
間
以
外
の
主
体
と
し

て
馬
が
描
か
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
主
体
と
人
間
と
の
、
相
互
的
な
関
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係
が
描
か
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

  
そ
の
よ
う
な
人
間
と
動
物
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、
上
記
の
引
用
箇

所
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
馬
た
ち
の
行
動
が
、
極

め
て
統
制
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
農
村
に
お
け
る
こ
の
場
面

は
、
活
動
家
が
集
団
化
を
推
進
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
思
う
よ
う
に
進
ま

ず
苦
悩
し
て
い
る
時
期
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
中
で
人
間
の
社

会
は
、
拡
張
さ
れ
続
け
る
建
設
計
画
と
拙
速
な
農
業
集
団
化
の
せ
い
で
さ

ら
な
る
軋
轢
を
経
験
し
て
い
く
。
そ
れ
に
比
べ
、
馬
た
ち
の
落
ち
着
い
た

集
団
行
動
の
ほ
う
が
は
る
か
に
共
産
主
義
的
な
の
で
あ
る
。
馬
た
ち
は
水

を
飲
み
沐
浴
を
す
る
間
、
一
切
分
派
的
な
行
動
を
取
ら
な
い
。
そ
し
て
集

団
全
体
と
し
て
み
た
場
合
の
行
動
も
全
て
目
的
に
か
な
っ
た
合
理
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
合
理
性
が
、
上
記
の
引
用
箇
所
で
「
規
定
の
分

量
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
るнорма

（
ノ
ル
マ
）
と
い
う
語
に
集
約
さ
れ
て

い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
語
は
、
計
画
経
済
下
の
経
済
活
動
に
お
け
る
、

生
産
や
消
費
に
つ
い
て
予
め
決
め
ら
れ
た
量
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る

語
だ
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
に
、
人
間
の
社
会
で
使
わ
れ
る
語
が
馬
の
行
動

を
記
述
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
混
乱
す
る
人
間
た
ち
と

落
ち
着
い
た
馬
た
ち
の
行
動
の
対
比
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

飲
み
水
に
つ
い
て
馬
自
身
が
決
め
た
「
規
定
の
分
量
」
と
い
う
言
い
回
し

に
は
、
理
性
的
な
行
動
に
お
い
て
馬
に
劣
る
人
間
と
い
う
強
烈
な
風
刺
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

次
の
引
用
箇
所
で
は
馬
た
ち
は
散
開
し
、
食
料
を
集
め
る
。

し
か
し
最
初
の
家
の
そ
ば
で
馬
た
ち
は
方
々
に
散
っ
た
。
藁
葺
き
屋
根
の

そ
ば
に
立
ち
止
ま
っ
て
藁
を
そ
こ
か
ら
引
き
抜
く
も
の
も
い
た
し
、
貧
弱

な
干
し
草
が
残
っ
て
い
た
の
を
か
が
み
込
ん
で
束
で
く
わ
え
る
も
の
も
い

た
。
そ
し
て
も
っ
と
不
機
嫌
な
馬
た
ち
は
地
主
の
屋
敷
に
入
り
そ
こ
の

知
っ
て
い
る
場
所
か
ら
ま
と
め
て
取
っ
て
口
に
く
わ
え
て
道
に
運
び
出
し

た
。（

286
）

　
馬
た
ち
は
緊
密
な
隊
列
を
崩
す
が
、
各
自
が
目
的
に
か
な
っ
た
行
動
を

取
っ
て
い
る
た
め
に
、
馬
た
ち
の
統
制
の
と
れ
た
あ
り
さ
ま
は
さ
ら
に
鮮

烈
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
馬
た
ち
の
食
料
を
得
る
た
め
の
行
動
が
自
律
的

で
統
制
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
馬
た
ち
は
そ
れ
を
人
家

か
ら
調
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
野
生
の
植
物
で
は

な
く
人
間
に
よ
っ
て
家
畜
の
た
め
に
加
工
さ
れ
た
餌
と
し
て
の
干
草
に

あ
く
ま
で
も
こ
だ
わ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
、
こ
の
馬
た
ち
は
人
間
に

と
っ
て
手
付
か
ず
の
自
然
に
属
し
て
生
き
て
き
た
の
で
は
な
く
、
人
間
に

よ
っ
て
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
整
え
ら
れ
利
用
さ
れ
て
い
た
自
然
に
属

し
て
育
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
人
間
の
世
話

を
受
け
、
人
間
が
用
意
し
た
餌
を
食
べ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
こ
こ

か
ら
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
馬
た
ち
の
場
面
の
す
ぐ

後
に
続
く
、
や
や
貧
し
い
農
家
の
夫
婦
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
裏
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
家
の
主
人
は
、
家
畜
の
馬
を
失
い
、
ふ
さ
ぎ
込
み
、

自
分
の
身
体
が
浮
く
と
い
う
妄
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
妻
は
夫

に
つ
い
て
「
馬
が
組
織
に
取
ら
れ
て
か
ら
、
あ
の
人
は
寝
込
ん
で
何
も
し

な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
よ
（

287
）」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
農
婦

の
言
っ
て
い
る
馬
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
先
の
「
組
織
」
と
し
て
当
て
は
ま

る
も
の
は
、
い
ま
検
討
中
の
、
馬
の
集
団
行
動
の
箇
所
し
か
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
集
団
行
動
す
る
馬
の
う
ち
一
頭
は
、
そ
の
農
家
か
ら
逃
げ
出
し

た
も
の
だ
と
推
測
で
き
る
の
だ

4 

。
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し
た
が
っ
て
馬
た
ち
に
つ
い
て
、
統
制
の
と
れ
た
行
動
を
と
る
こ
と
で

共
産
主
義
を
実
現
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
馬

た
ち
は
、
人
間
か
ら
の
支
配
を
過
去
に
経
験
し
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
て

い
る
故
に
、彼
ら
の
行
動
は
革
命
的
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

「
不
機
嫌
な
馬
た
ち
は
地
主
の
屋
敷
に
入
り
そ
こ
の
知
っ
て
い
る
場
所
か

ら
ま
と
め
て
取
っ
て
口
に
く
わ
え
て
道
に
運
び
出
し
た
」
と
い
う
一
節
に

込
め
ら
れ
た
階
級
闘
争
的
な
意
味
合
い
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

の
一
部
の
馬
た
ち
に
と
っ
て
、「
地
主
の
屋
敷
」
の
な
か
の
一
画
が
「
知
っ

て
い
る
場
所
」
で
あ
る
の
は
、
彼
ら
が
以
前
そ
こ
に
い
た
か
ら
に
他
な

ら
ず
、
彼
ら
が
以
前
そ
こ
に
い
た
と
い
う
こ
と
は
彼
ら
が
そ
こ
で
家
畜
で

あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
馬
た
ち
の
「
不
機
嫌
」
さ
が
こ
の

屋
敷
で
食
料
を
調
達
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で

馬
た
ち
が
自
分
を
か
つ
て
支
配
下
に
お
い
て
い
た
人
間
た
ち
に
対
し
て
、

報
復
が
で
き
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
次
の
一
節
で
は
馬
た
ち
は
再
び
集
合
す
る
。

　
ど
の
動
物
も
力
相
応
の
分
だ
け
の
食
物
を
と
り
、
先
程
そ
の
馬
た
ち
全

員
が
出
て
き
た
門
の
方
向
へ
と
、
大
切
に
運
ん
で
い
た
。

　
先
に
来
た
馬
た
ち
は
共
同
の
門
の
そ
ば
で
立
ち
止
ま
り
残
り
の
全
て
の

馬
の
大
群
を
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
全
員
が
一
緒
に
集
ま
る
と
、
前
方
の

馬
が
頭
で
門
を
押
し
て
開
け
放
し
て
馬
の
隊
列
全
体
は
餌
を
持
っ
て
敷
地

内
へ
と
去
っ
た
。
敷
地
の
な
か
で
馬
は
口
を
開
け
、
食
物
は
そ
こ
か
ら
落

ち
て
真
ん
中
に
一
つ
の
堆
積
へ
と
つ
み
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
と
き
集

団
化
さ
れ
た
家
畜
は
周
り
に
立
ち
ゆ
っ
く
り
と
食
べ
始
め
た
。組
織
的
に
、

人
間
の
世
話
に
な
る
こ
と
な
く
鎮
ま
っ
て
い
た
。（

286
）

　
餌
を
集
め
る
た
め
に
別
れ
た
あ
と
各
自
が
戻
っ
て
く
る
時
間
が
ず
れ

て
し
ま
う
も
の
の
、
馬
た
ち
は
集
団
の
中
で
の
各
自
の
任
務
を
忘
れ
る
こ

と
が
な
い
。
馬
た
ち
は
お
互
い
の
行
動
に
常
に
気
を
配
っ
て
行
動
し
、
待

ち
合
わ
せ
た
上
で
隊
列
を
必
要
に
応
じ
て
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り

馬
た
ち
は
「
人
間
の
世
話
に
な
る
こ
と
な
く
」
行
動
す
る
た
め
の
助
け
合

い
と
い
う
、
集
団
行
動
の
利
点
を
理
解
し
た
う
え
で
行
動
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
場
面
で
は
、
能
力
に
応
じ
て
働
き
必
要
に
応
じ
て
取
る
、

と
い
う
共
産
主
義
の
理
想
が
ほ
ぼ
実
現
し
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

食
料
を
集
め
る
と
い
う
労
働
に
つ
い
て
「
ど
の
動
物
も
力
相
応
の
分
だ
け

の
食
物
を
と
り
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
食
事
に
つ
い
て
は

「
規
定
量
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
明
示
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
こ
そ
、
次
の
一
節
に
あ
る
ヴ
ォ
ー
シ
ェ

フ
の
感
情
を
理
解
し
や
す
く
な
る
。

　
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
は
驚
愕
し
て
門
の
隙
間
か
ら
動
物
た
ち
を
眺
め
て
い

た
。
彼
を
驚
か
せ
た
の
は
、
も
ぐ
も
ぐ
や
っ
て
い
る
家
畜
た
ち
の
精
神
的

な
平
穏
で
あ
る
。
あ
た
か
も
全
て
の
馬
が
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
的
な
生
活
の
意

味
に
正
確
に
確
信
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
だ
け
が

馬
よ
り
も
悪
く
生
き
て
苦
し
ん
で
い
る
。（

286
）

　
こ
の
引
用
箇
所
で
ま
ず
分
か
る
の
は
、
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
が
、
も
と
の
場

所
に
帰
り
、
食
事
す
る
馬
た
ち
を
閉
ざ
さ
れ
た
門
か
ら
覗
き
込
む
と
い
う

積
極
的
な
行
動
に
打
っ
て
出
る
ほ
ど
に
、
馬
た
ち
の
行
動
に
衝
撃
を
受

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
が
、
馬
に
進
路
を
遮

ら
れ
る
こ
と
で
行
動
を
束
縛
さ
れ
た
あ
と
、
馬
が
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
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か
ら
も
彼
ら
の
行
動
を
追
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
、
門

の
内
側
で
食
事
を
す
る
馬
た
ち
の
光
景
は
、
馬
た
ち
が
そ
れ
を
自
分
た
ち

で
集
め
て
き
た
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
驚
愕
も
与
え
る
こ

と
は
期
待
で
き
な
い
か
ら
だ
。
従
っ
て
、
い
ま
引
用
さ
れ
た
箇
所
か
ら
遡

る
こ
と
で
、
門
が
開
い
て
か
ら
こ
こ
ま
で
の
馬
に
関
す
る
記
述
は
す
べ
て

ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
の
視
点
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
だ

か
ら
、
こ
こ
で
の
彼
の
驚
き
は
、
馬
た
ち
が
門
を
開
け
て
外
出
し
て
か
ら

帰
宅
し
て
食
事
を
す
る
ま
で
の
馬
の
、
一
連
の
行
動
を
踏
ま
え
た
も
の
な

の
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
や
っ
て
馬
た
ち
を
見
守
っ
た
結
果
と
し
て
ヴ
ォ
ー

シ
ェ
フ
が
、
自
分
よ
り
も
馬
の
ほ
う
が
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
意
義
を
よ
く
理
解

し
実
践
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
馬
た
ち
の
生
活

に
共
産
主
義
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ヴ
ォ
ー

シ
ェ
フ
の
視
点
か
ら
主
体
的
な
馬
た
ち
に
よ
る
共
産
主
義
が
こ
こ
で
描

か
れ
て
い
る
、
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
馬

の
形
象
を
使
っ
た
同
時
代
史
へ
の
風
刺
も
、
馬
の
食
事
を
目
撃
し
つ
つ

ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
が
持
つ
感
想
を
通
し
て
痛
烈
に
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
馬
た
ち
の
整
っ
た
集
団
行
動
に
は
、
こ
の
作
品
が
描
き

出
し
て
い
る
一
九
二
○
年
代
末
の
ソ
連
で
起
こ
っ
て
い
た
、
新
経
済
政
策

（
市
場
経
済
の
導
入
）
か
ら
第
一
期
五
カ
年
計
画
（
計
画
経
済
の
復
活
）
へ

の
移
行
と
い
う
社
会
的
な
変
動
へ
の
風
刺
が
ま
ず
あ
る
。
し
か
し
同
様
に

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
場
面
で
の
、
作
品
に
登
場
す
る
動
物
と
人
間
と
の

関
係
で
あ
る
。
動
物
界
は
、
た
と
え
ば
馬
た
ち
の
よ
う
に
、
人
間
が
行
お

う
と
す
る
革
命
を
現
実
に
自
ら
も
実
践
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
登
場

す
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
馬
た
ち
の
よ
う
に
、
登

場
人
物
の
目
の
前
に
現
れ
身
体
的
な
運
動
に
制
約
す
ら
与
え
る
も
の
と

し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
急
い
で
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
動
物
と
人
間
と
の
関
係
の
変
化
を
表
す
出
来
事

に
接
す
る
の
は
複
数
の
登
場
人
物
だ
が
、
そ
の
出
来
事
に
強
く
触
発
さ
れ

る
の
は
放
浪
者
の
性
格
を
強
く
持
つ
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
だ
け
だ
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
の
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
の
は
、
門
が
開
く
様
子
を
目
撃
し
馬

に
歩
行
を
遮
ら
れ
た
の
は
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
と
チ
ー
ク
リ
ン
の
二
人
な
の

に
、
食
事
す
る
馬
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
た
の
は
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
一
人
で
し

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　『
土
台
穴
』
に
お
い
て
、
馬
た
ち
が
共
産
主
義
を
実
現
し
て
い
る
と
い

う
論
点
を
踏
ま
え
る
と
、
最
初
に
議
論
さ
れ
た
、
馬
た
ち
と
人
間
と
の
相

互
的
な
関
係
と
い
う
論
点
を
よ
り
精
密
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
際
重
要
な
の
は
、
人
間
界
に
介
入
し
て
く
る
動
物
が
、
干
草
を
好
み
、

隊
列
を
組
む
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
な
ど
、
す
で
に
人
間
に
よ
る
支
配
の
痕

跡
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　『
土
台
穴
』
で
は
、
動
物
と
人
間
と
は
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
よ
う

な
相
互
的
な
関
係
の
な
か
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
相
互
的
な
関
係

に
入
っ
て
く
る
動
物
は
、
す
で
に
検
証
さ
れ
た
よ
う
に
野
生
の
動
物
で
は

な
く
、
人
間
の
支
配
を
経
験
し
そ
れ
を
脱
し
た
動
物
な
の
だ
。
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
場
合
に
、
道
を
遮
ら
れ
る
こ
と
で
馬
と
相
互
的
な
関
係
に
あ
る

こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
工
場
を
解
雇
さ
れ
て
放
浪
者
と

な
っ
た
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
だ
が
、
馬
を
も
と
所
有
し
て
い
た
農
夫
は
馬
に
棄

て
ら
れ
た
と
い
う
事
態
を
冷
静
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
、
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
と
馬
た
ち
の
関
係
に
つ
い
て
、
単
に
人
間
と

動
物
の
関
係
を
い
う
だ
け
で
は
不
正
確
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
、
人
間
と
動

物
と
の
相
互
的
な
関
係
は
、
家
畜
だ
っ
た
経
験
の
あ
る
馬
た
ち
と
、
賃
労

働
か
ら
排
除
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
と
の
相
互
的
な
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関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
者
は
農
家
と
の
、
そ
し
て
後
者
は
雇
用

者
と
の
非
対
称
的
な
関
係
を
経
て
、
両
者
が
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
馬
た
ち
と
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
の
関
係
は
、
第
一
に

動
物
と
人
間
の
関
係
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
第
二
に
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ

た
も
の
同
士
の
関
係
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
両

者
の
関
係
に
お
い
て
、
自
然
界
の
要
素
と
し
て
の
馬
た
ち
に
対
し
て
鋭
敏

に
反
応
す
る
の
が
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
だ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
第
一

の
側
面
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
た
ち
に
対
し
て
彼
が
感
情
移
入
し

彼
ら
の
感
情
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

第
二
の
側
面
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
5 

。

3. 『
土
台
穴
』
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
空
間
の
持
つ
意
義

　
以
上
の
分
析
を
、
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
空
間
と
い
う
論
点
か
ら
ま

と
め
な
お
し
て
み
よ
う
。
ギ
ュ
ン
テ
ー
ル
の
議
論
で
は
、
動
物
と
人
間
の

関
係
の
変
化
の
二
要
素
は
相
補
的
に
現
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
場

合
に
つ
き
い
ず
れ
か
一
方
が
現
れ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

い
ま
検
討
し
た
馬
の
挿
話
で
は
、
二
つ
の
要
素
が
同
時
に
現
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
馬
と
放
浪
者
の
挿
話
で
は
、
双
方
が

と
も
に
、
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
曖
昧
な
存
在
と
し
て
出
会
う
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、『
土
台
穴
』
の
馬
と
放
浪
者
の
挿
話
に
お
け
る
、
動
物
と

人
間
の
あ
い
だ
の
空
間
は
、
前
者
が
人
間
の
社
会
性
へ
と
限
り
な
く
近
づ

き
後
者
が
社
会
か
ら
や
や
遊
離
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
動
化
し
て

い
る
と
い
え
る

6 

。
そ
の
な
か
で
、
共
産
主
義
の
理
念
は
双
方
を
結
び
つ

け
る
も
の
と
し
て
確
固
た
る
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　『
土
台
穴
』
で
は
、
一
方
で
は
、
人
間
の
集
団
の
な
か
に
富
農
（
お
よ

び
中
農
）
と
そ
の
他
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
隔
た
り
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
は
前
者
に
対
し
て
死
を
も
た
ら
す
と
い
う
意
味
で
生
死
を
分
か
つ

も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
冒
頭
で
言
及
し
た
熊
の
形
象
や
、
こ
こ
ま
で
検

討
し
て
き
た
馬
の
形
象
で
も
っ
て
人
間
と
動
物
の
あ
い
だ
の
隔
た
り
が

埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
こ
の
作
品
が
描
き
出
し
て

い
る
富
農
撲
滅
と
の
関
連
に
お
い
て
鋭
い
批
評
性
を
帯
び
て
い
る
。
動
物

と
人
間
の
境
界
が
、
馬
と
ヴ
ォ
ー
シ
ェ
フ
の
挿
話
に
よ
っ
て
揺
ら
ぐ
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
の
あ
い
だ
で
の
境
界
の
設
定
と
そ
れ
に
伴
う
死
の
不
条

理
さ
が
こ
の
作
品
で
際
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ー

ノ
フ
『
土
台
穴
』
に
お
け
る
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
空
間
と
は
、
共
産

主
義
の
理
念
を
擁
護
し
つ
つ
、
そ
の
理
念
に
そ
っ
て
現
実
を
批
判
的
に
吟

味
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
場
な
の
で
あ
る
。

　注1
作
品
か
ら
の
引
用
はП

латонов А.П
. Счастливая М

осква ; П
овесть ; 

Рассказы
 ; Л

ирика.  М
., 1999.

に
依
っ
た
。
引
用
の
際
、
原
文
の
ペ
ー
ジ
数
を
括

弧
内
に
示
し
た
。

2
吉
原
深
和
子
「
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
に
お
け
る
身
体
の
変
化
の
問
題
」、『
ロ
シ
ア
文
化    

研
究
』
第
1
号
（
一
九
九
四
年
）、
八
一
―
九
六
頁
。

3Гю
нтер, Ханс. «Смеш

ение ж
ивы

х сущ
еств» : человек и ж

ивотное у 
А. П

латонова // Н
овое литературное обозрение. 2011. №

111. С. 91-
105.
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4
ロ
ー
ゼ
ン
ホ
ル
ム
は
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
馬
は
男
性
性
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
も
の
だ

と
位
置
づ
け
、
以
下
の
論
文
で
ソ
連
期
の
文
学
作
品
を
そ
の
論
点
か
ら
検
証
し
て
い
る

（A
rja R

osenholm
, “O

f M
en and H

orses : A
nim

al Im
agery and the C

onstruction 

of R
ussian M

asculinities” in Jane C
ostlow

 and A
m

y N
elson, eds, O

ther Anim
als 

: Beyond the H
um

an in Russian C
ulture and H

istory (Pittsburg: U
niversity of 

Pittsburg Press, 2010), pp. 178-194.

）。 『
土
台
穴
』
の
、
馬
を
失
っ
て
覇
気
が
な

く
な
り
妻
に
失
望
さ
れ
る
男
の
挿
話
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ホ
ル
ム
の
議
論
を
よ
く
裏
付
け
る
も

の
で
も
あ
る
。

5
こ
の
よ
う
な
、
プ
ラ
ト
ー
ノ
フ
の
作
品
に
お
い
て
二
つ
以
上
の
文
脈
が
同
時
に
意
味
を
生
み

出
す
こ
と
を
、
ゾ
ロ
ト
ノ
ー
ソ
フ
は
「
重
ね
合
わ
せналож

ение

」
と
呼
び
、『
チ
ェ
ヴ

ェ
ン
グ
ー
ル
』
と
『
土
台
穴
』
に
つ
い
て
そ
の
こ
と
を
跡
付
け
て
い
る
（Золотоносов, 

М
ихаил. «Л

ож
ное С

олнце» : «Ч
евенгур» и «К

отлован» в контексте 
советской культуры

 1920-х годов // Н
.В. К

орниенко и Е.Д
. Ш

убиной 
(сост.) Андрей П

латонов : М
ир творчества. М

., 1994. С. 246-283.

）。

6
環
境
に
埋
没
す
る
も
の
と
し
て
の
動
物
と
、
環
境
の
中
に
あ
っ
て
そ
れ
を
意
味
づ
け

世
界
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
と
い
う
対
比
に
つ
い
て
、
ジ

ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン（
岡
田
温
司
・
多
賀
健
太
郎
訳
）『
開
か
れ

―
人
間
と
動
物
』

（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
の
人
間

の
動
物
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
『
土
台
穴
』
で
描
き
だ
さ
れ
た
人
間
た
ち
の
も
つ
受

動
性
に
対
し
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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な
り
ま
し
た
。

　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、『
源
氏
物
語
』
の
内
容
そ
の
も
の
を
劇
と
し
て

表
す
と
い
う
試
み
は
す
で
に
多
く
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
屋
上
屋

を
架
す
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
劇
と
い
う
形
式
自
体
が
物
語
や
神
話
を
通
過
し
て

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
我
が
国
の
夢
幻
能
も
『
伊
勢
物
語
』

『
源
氏
物
語
』『
平
家
物
語
』
と
い
っ
た
物
語
を
必
ず
本
説
す
な
わ
ち
典
拠

に
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
世
阿
弥
の
『
井
筒
』
が
『
伊
勢
物
語
』
第

二
十
一
段
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
内
容
を
大
胆
に
付
加
し
、
昔
男
の
衣
裳
を

着
け
た
井
筒
の
女
が
、
井
戸
を
覗
き
込
ん
で
、
水
面
に
映
っ
た
姿
を
昔
男

だ
と
思
う
場
面
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
か
ら
逸
脱
す
る
部
分
が
大

き
い
ほ
ど
劇
独
自
の
面
白
み
が
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
好
み
の

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
夢
幻
能
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
平
家
物
語
』
な

ど
を
本
説
と
す
る
修
羅
物
の
能
は
、
物
語
か
ら
の
離
脱
の
度
合
い
が
少
な

い
た
め
に
、
能
独
自
の
興
趣
は
『
井
筒
』
な
ど
と
比
べ
る
と
や
や
乏
し
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
方
向
で
脚
本
を
制
作
し
た
た
め
に
、
劇
の
部
分
の
多
く
は
原

作
に
は
存
在
し
な
い
架
空
の
場
面
で
あ
り
、
作
中
の
人
間
関
係
の
力
学
を

反
映
す
る
形
で
科
白
の
や
り
と
り
を
お
こ
な
わ
せ
、
そ
の
な
か
に
個
々
の

登
場
人
物
の
内
面
が
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
仕
組
み
ま
し
た
。
た
と
え

物
語
と
劇
の
間
で
─
『
源
氏
物
語
』
を
舞
台
化
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
勝
二

　『
源
氏
物
語
』
の
舞
台
化
や
映
画
化
・
ド
ラ
マ
化
が
こ
れ
ま
で
に
も
多

く
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
の
「
語

り
と
劇
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』」
制
作
に
当
た
っ
て
私
は
そ
の
い
く
つ
か

を
参
照
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
ね
ら
い
は
、
物
語
の
主
な
展
開
、

内
容
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
託
し
、
原
作
の
感
触
を
原
文
の
語
り
に
よ
っ
て

示
す
一
方
で
、
劇
の
部
分
で
は
い
わ
ば
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
形
で
、
そ
う

し
た
流
れ
の
な
か
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
生
活
者
と
し
て
の
光
源
氏
の

像
を
描
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
い
く
つ
か
の

文
脈
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
こ
の
企
画
は
、
昨
年
度
ま
で
三
年
間
運
営

さ
れ
て
い
た
「
教
養
日
本
力
Ｇ
Ｐ
」
に
お
い
て
、「
多
言
語
の
語
り
と
劇

に
よ
る
『
源
氏
物
語
』」
と
し
て
発
案
さ
れ
た
も
の
で
、
当
初
は
字
幕
を

使
い
つ
つ
十
数
カ
国
語
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
分
担
し
、
そ
こ
に
原
文
の
語

り
と
現
代
語
の
劇
を
絡
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
募
集

し
て
み
る
と
、
現
代
語
の
劇
に
対
し
て
は
多
く
の
応
募
者
が
あ
っ
た
も
の

の
、
多
言
語
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
四
カ
国
語
ほ
ど
し
か
応
募
が
な

く
、
方
針
を
変
更
し
て
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
現
代
日
本
語
で
お
こ
な
い
、

そ
の
代
わ
り
に
当
初
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
原
文
に
よ
る
語
り
の
比
重
を

増
や
し
た
形
に
脚
本
を
改
め
ま
し
た
。
そ
の
た
め
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
物
語

の
主
な
展
開
を
提
示
し
て
い
く
と
い
う
、
当
初
の
形
が
残
存
す
る
こ
と
に
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ば
主
な
登
場
人
物
が
最
初
に
現
れ
る
第
一
場
の
場
面
で
は
、
帝
の
子
と
し

て
生
ま
れ
な
が
ら
、
第
二
王
子
で
あ
り
、
ま
た
高
麗
の
相
人
の
不
吉
な
予

言
も
あ
っ
て
、
臣
籍
に
降
下
さ
せ
ら
れ
、
帝
と
な
り
え
ぬ
宿
命
を
与
え
ら

れ
た
青
年
と
し
て
（
現
実
に
は
「
少
年
」
の
年
齢
で
す
が
）
光
源
氏
を
位
置

づ
け
、
そ
の
内
面
の
屈
折
を
語
ら
せ
て
い
ま
す
。
光
源
氏
の
色
好
み
は
、

王
朝
貴
族
の
通
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
の
美
し
さ
が
様
々
な
女
性
た
ち

を
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
こ
の
劇
で
は
そ
の
源
氏
の
女
性

遍
歴
を
、
帝
に
な
り
え
な
い
青
年
貴
族
が
、
そ
の
鬱
屈
の
捌
け
口
を
求
め

て
お
こ
な
う
行
動
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
己

の
社
会
的
位
置
へ
の
不
満
を
女
性
の
征
服
に
よ
っ
て
補
填
す
る
過
程
と

し
て
源
氏
の
女
性
遍
歴
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
映
画
や
ド
ラ
マ
で
は
、
光
源
氏
は
美
男
の
上
級
貴
族
だ
か

ら
女
に
も
て
る
の
は
当
然
と
い
っ
た
描
か
れ
方
が
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
私
が
参
照
し
た
映
画
の
一
つ
で
あ
る

武
智
鉄
二
の
『
源
氏
物
語
』（
一
九
六
六
）
で
は
、
物
語
は
源
氏
が
准
太
政

天
皇
と
い
う
高
位
に
昇
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
彼
が
こ
れ
ま
で

経
験
し
て
き
た
様
々
な
女
性
遍
歴
は
、「
民
の
心
」
を
知
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
い
ず

れ
天
皇
に
近
い
高
位
に
就
く
と
し
て
も
、
夕
顔
の
よ
う
な
市
井
の
女
性
を

含
む
女
性
た
ち
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
「
民
の
心
」
を
知
り
、そ
れ
に
よ
っ

て
民
衆
の
側
に
立
っ
た
為
政
者
と
な
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
主

張
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
左
翼
的
芸
術
家
で
あ
っ
た
武
智
の

立
場
が
現
れ
て
お
り
、
源
氏
が
明
石
流
謫
の
際
に
関
係
を
も
つ
明
石
の
君

も
、
洗
練
さ
れ
な
い
田
舎
の
姫
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
強
い
血
」
の
持
ち

主
で
あ
り
、
こ
う
し
た
異
質
な
血
が
注
入
さ
れ
る
こ
と
が
、
宮
廷
の
閉
鎖

的
な
世
界
を
活
性
化
す
る
と
い
う
捉
え
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
逆

に
見
れ
ば
、
こ
の
作
品
で
は
源
氏
は
結
局
支
配
者
た
る
こ
と
に
定
め
ら
れ

た
人
間
で
あ
り
、
そ
の
心
を
よ
り
和
ら
げ
、
民
衆
の
側
に
引
き
寄
せ
る
契

機
と
し
て
女
性
と
の
交
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る

と
源
氏
の
女
性
関
係
は
い
わ
ば
、
そ
の
生
涯
の
味
付
け
な
い
し
彩
り
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
存
在
を
支
え
る
条
件
と
し
て
の
性
格
は

希
薄
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
一
方
比
較
的
近
年
に
作
ら
れ
た
、
堀
川
と
ん
こ
う
監
督
、
天
海
祐
希
主

演
の
映
画
『
ひ
か
る
源
氏
物
語
　
千
年
の
恋
』（
二
〇
〇
一
）
は
あ
ま
り

評
判
が
良
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
作
品
の
特
色
で
あ
る
、
吉
永

小
百
合
演
じ
る
紫
式
部
を
場
面
の
な
か
に
出
す
と
い
う
趣
向
の
是
非
は

と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
源
氏
は
ひ
た
す
ら
女
性
を
追
い
求
め
る
ド

ン
フ
ァ
ン
で
あ
り
、
そ
の
無
軌
道
さ
に
よ
っ
て
須
磨
に
流
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
正
妻
格
の
紫
の
上
に
も
愛
想
を
つ
か
さ
れ
出
家
を
申
し
出
ら
れ
る

も
の
の
、
彼
女
を
「
理
想
の
妻
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
そ
れ
を
許
さ
な

い
と
い
う
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
源
氏
は

と
め
ど
も
な
い
漁
色
家
で
あ
り
、
そ
れ
を
女
性
で
あ
る
天
海
祐
希
が
演
じ

る
と
い
う
の
も
見
て
い
て
つ
ら
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
源
氏
の
描
き
方
に
や
や
物
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
て
き
た

た
め
に
、
源
氏
を
明
と
暗
の
二
面
を
兼
ね
備
え
、
そ
の
交
錯
の
な
か
で
女

性
と
の
交
わ
り
に
自
己
の
在
り
処
を
見
出
し
て
い
く
人
間
と
し
て
、
劇

中
の
世
界
に
生
き
て
も
ら
お
う
と
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
明
暗
の
二
面
性

は
、
と
く
に
恣
意
的
な
解
釈
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
作
者
紫
式
部
が
本

来
物
語
の
な
か
に
描
き
込
ん
だ
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
古
今

東
西
の
劇
の
主
人
公
た
ち
に
遍
在
す
る
特
質
で
も
あ
り
、
英
明
な
王
で
あ

る
と
と
も
に
、
汚
れ
た
犯
罪
者
で
あ
る
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
や
、
社
会
秩
序
の

な
か
で
は
支
配
者
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
界
の
位
階
に
お
い
て
は
一
人
の
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無
力
な
老
人
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
リ
ア
が
そ
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
古
典
劇
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
明

暗
の
両
極
性
は
あ
ま
り
見
出
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
先
に
言
及
し
た
夢
幻
能
の

シ
テ
は
死
者
で
あ
り
な
が
ら
、
現
世
へ
の
執
着
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
仏
し
き
ら
ず
、
こ
の
世
に
仮
の
姿
で
登
場
す
る
人
び
と
で
あ
り
、
彼
ら

の
内
に
は
生
と
死
が
共
在
し
、
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
近
松
門
左

衛
門
の
描
い
た
心
中
物
の
世
話
浄
瑠
璃
で
は
、
大
阪
の
町
人
で
あ
る
主
人

公
の
な
か
で
は
義
理
の
し
が
ら
み
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
で
、
他
者
を
立

て
よ
う
と
す
る
心
性
と
、
自
己
の
誇
り
や
面
子
を
失
う
ま
い
と
す
る
意
地

が
せ
め
ぎ
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
止
揚
す
る
地
点
で
多
く
遊
女
と
の
間

に
お
こ
な
わ
れ
る
心
中
と
い
う
行
為
が
現
れ
る
の
で
し
た
。

　
劇
が
劇
的
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
主
人
公
の
内
面
の
せ
め
ぎ
合
い
が

外
在
化
さ
れ
た
時
で
あ
り
、
野
上
豊
一
郎
が
前
提
し
た
よ
う
な
対
人
間
の

思
想
的
な
対
立
は
、
そ
れ
を
強
め
る
要
素
と
は
な
る
に
し
て
も
、
決
し

て
劇
の
本
質
的
な
条
件
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
反
面
プ
ラ
ト
ン
が
多
く
残
し

た
『
国
家
』
の
よ
う
な
対
話
篇
で
は
、
価
値
観
を
異
に
す
る
人
々
が
美
や

善
や
真
理
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
繰
り
広
げ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
議
論
の
担

い
手
を
登
場
人
物
と
す
る
劇
を
仕
立
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

「
劇
的
」
に
な
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
に
そ
う
し
た

試
み
が
な
さ
れ
た
と
い
う
例
は
寡
聞
に
し
て
存
じ
ま
せ
ん
。
逆
に
劇
は
現

実
に
一
人
の
演
者
に
よ
っ
て
も
十
分
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
・
コ

ク
ト
ー
の
『
声
』
や
井
上
ひ
さ
し
の
『
化
粧
』
な
ど
、
一
人
芝
居
の
例
が

少
な
く
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
も
し
対
人

間
の
葛
藤
が
劇
の
本
質
で
あ
る
な
ら
、
一
人
芝
居
と
い
う
も
の
は
本
来
成

立
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
劇
的
な
世
界
に
は
な
り
難
い
は
ず

で
す
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
い
ず
れ
も
優
れ
た
戯
曲
で
あ
り
、
高
度
に
劇

的
な
世
界
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
劇
が
一
見
対
話
に
よ
る
対
人
間
の
葛
藤
を
基
本
と
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
て
、
単
一
の
演
者
だ
け
で
も
成
り
立
ち
う
る
の
は
、
結
局
劇

の
生
命
が
、
観
客
を
前
に
し
た
演
技
者
の
身
体
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
演
技
者
は
日
常
生
活
の
行
動
と
は
異
質

な
、
力
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
帯
び
た
身
体
を
観
客
の
前
に
提
示
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
観
客
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
の
た
め
と
り
わ
け
中

心
的
な
存
在
で
あ
る
主
人
公
に
は
、
そ
れ
を
導
き
出
す
前
提
と
し
て
の
感

情
的
な
負
荷
が
込
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
劇
の
主
人
公
が
内

側
に
対
照
的
な
も
の
を
抱
え
、
そ
の
狭
間
で
き
し
み
を
覚
え
つ
つ
生
き
て

い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
そ
う
し
た
内
的
な
葛
藤
を
抱

え
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
強
い
感
情
を
負
荷
さ
れ
た
人
間
が
一
人
い

れ
ば
、
劇
は
成
り
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
夢
幻
能
や
様
々
な
一
人
芝
居

の
存
在
は
、
そ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
世
阿
弥
の
完
成
さ
せ
た
複
式
夢
幻
能
を
、
対
他
者
的
な
対
立
が
な
い
た

め
に
劇
で
は
な
い
と
批
判
し
た
の
は
、
英
文
学
者
で
漱
石
の
弟
子
で
あ
っ

た
野
上
豊
一
郎
で
し
た
が
、
野
上
は
シ
テ
一
人
の
表
現
に
収
斂
さ
れ
る
夢

幻
能
に
愛
着
を
覚
え
な
が
ら
も
、
西
洋
悲
劇
を
基
準
と
す
る
彼
の
演
劇
観

の
な
か
で
は
そ
れ
は
肯
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
ず
、
反
面
人
物
観
の
対
立

の
あ
る
小
次
郎
信
光
ら
に
よ
る
後
世
の
能
を
、
形
式
的
に
は
劇
的
で
あ
る

と
し
な
が
ら
も
そ
こ
に
能
独
特
の
味
わ
い
を
見
出
せ
な
い
と
い
う
矛
盾

を
き
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
矛
盾
は
野
上
の
劇
的
な
る
も
の
に

対
す
る
観
念
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
お
り
、
む
し
ろ
劇
が
劇

的
で
あ
る
の
は
、
主
人
公
の
内
面
に
異
種
の
対
照
的
な
ベ
ク
ト
ル
が
は
ら

ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
ま

す
。
西
洋
悲
劇
の
代
表
と
さ
れ
る
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
し
て
も
、
確
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か
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
テ
ー
バ
イ
の
都
を
汚
し
て
い
る
者
の
探
索
を
と

ど
め
よ
う
と
す
る
予
言
者
テ
イ
レ
シ
ア
ス
と
対
立
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
決

し
て
こ
の
劇
に
お
け
る
本
質
的
な
対
立
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
本
質
的
な

葛
藤
は
や
は
り
、
自
分
の
内
に
は
ら
ま
れ
、
次
第
に
姿
を
現
し
て
く
る
も

う
一
人
の
未
知
の
自
分
と
の
間
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
西
洋
演
劇
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
興
味
深
い
こ
と
に
『
源
氏

物
語
』
は
そ
の
代
表
的
な
い
く
つ
か
と
重
な
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
主
人
公
が
王
子
で
あ
る
点
で
『
源
氏
物
語
』
の

前
半
部
分
と
近
似
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
も
王
子
で
あ
り
な
が
ら
、

父
ハ
ム
レ
ッ
ト
王
の
死
後
、
王
位
に
就
く
わ
け
で
は
な
く
、
王
と
な
っ
た

の
は
父
の
暗
殺
者
と
も
噂
さ
れ
る
叔
父
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
で
し
た
。
し

か
も
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
父
の
妃
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
を
妻
に
し
て
い
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
不
快
に
し
て
い
ま
す
。
光
源
氏
と
違
っ
て

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
女
性
遍
歴
を
重
ね
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
ス
の
妃
と
な
っ
た
母
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
へ
の
嫌
悪
も
あ
っ
て
、
女
性
に
距

離
を
取
ろ
う
と
し
て
お
り
、
恋
人
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
も
尼
寺
へ
行
け
な
ど

と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
彼
の
心
を
捉
え
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
父
の
命

を
奪
っ
た
可
能
性
の
高
い
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
へ
の
憎
悪
で
あ
り
、
彼
を
追

い
詰
め
る
こ
と
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
目
指
す
も
の
と
な
り
ま
す
。
巧
妙
な
の

は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
内
的
な
葛
藤
が
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
仕

組
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
へ
の
復
讐
を

決
意
す
る
の
は
、
自
分
自
身
の
意
志
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
父
ハ
ム
レ
ッ

ト
王
の
亡
霊
に
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
た
。
そ
の
た
め
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
を
追
及
す
る
こ
と
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
自
己
実
現
に
な
る
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
父
王
の
遺
恨
を
晴
ら
す
こ
と
に
な
り
、
ハ
ム
レ
ッ
ト

は
代
理
の
行
動
の
遂
行
者
に
し
か
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ハ
ム

レ
ッ
ト
は
こ
の
矛
盾
に
気
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
彼
の
と
め
ど
も
な
い

逡
巡
が
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
自
己
が
取
る
べ
き
行
動
に
対
し
て
積
極
的

に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
主
体
性
を
奪
わ
れ
て
い
く
よ
う
に

感
じ
る
ジ
レ
ン
マ
が
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
行
動
へ
の
没
入
か
ら
遠
ざ
け
て
い

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
は
王
の

妃
と
王
子
の
関
係
を
中
心
に
も
つ
と
い
う
点
で
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
の

前
半
部
分
の
設
定
と
近
似
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
に

お
け
る
愛
欲
の
ベ
ク
ト
ル
は
『
源
氏
物
語
』
と
逆
で
あ
り
、
王
テ
ゼ
の

妃
で
あ
る
フ
ェ
ー
ド
ル
が
、
王
子
で
あ
り
義
理
の
息
子
で
あ
る
イ
ポ
リ
ッ

ト
へ
の
恋
情
に
苦
し
む
の
で
し
た
。
一
方
イ
ポ
リ
ッ
ト
自
身
は
ア
リ
シ
ー

姫
と
い
う
女
性
を
愛
し
て
お
り
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
自
身
に
は
内
的
な
葛
藤
は

希
薄
で
す
。
フ
ェ
ー
ド
ル
を
軸
に
考
え
れ
ば
、
彼
女
が
捉
え
ら
れ
る
イ
ポ

リ
ッ
ト
へ
の
恋
情
は
ほ
と
ん
ど
条
理
を
欠
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

逃
れ
が
た
い
宿
命
と
し
て
彼
女
に
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
フ
ェ
ー
ド

ル
の
情
念
と
比
べ
れ
ば
、
方
向
は
逆
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
の
藤
壺
へ
の

恋
情
に
は
よ
り
合
理
的
な
意
味
づ
け
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
藤
壺

は
源
氏
の
亡
き
母
で
あ
る
桐
壺
の
更
衣
に
似
て
い
た
の
で
あ
り
、
源
氏
は

藤
壺
を
通
し
て
母
を
追
想
し
つ
つ
、
次
第
に
藤
壺
自
身
へ
の
思
い
を
つ
の

ら
せ
て
い
き
ま
す
。
し
か
も
そ
の
前
提
と
し
て
あ
る
、
元
服
し
て
迎
え
た

正
妻
葵
の
上
へ
の
愛
情
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
の
裏
返
し
と

し
て
も
藤
壺
へ
の
思
慕
を
深
め
て
い
く
の
で
し
た
。

　
そ
の
点
で
は
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
よ
り
も
『
源
氏
物
語
』
の
方
が
合
理
的

な
世
界
で
あ
り
、『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
の
背
後
に
あ
る
、
情
念
そ
の
も
の
を

一
つ
の
宿
命
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
無
力
を 

想
定
す
る
ジ
ャ
ン

セ
ニ
ス
ム
的
な
観
念
は『
源
氏
物
語
』に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
光
源
氏
に
と
っ
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て
女
性
へ
の
執
着
は
、
彼
の
抱
え
た
宿
業
で
あ
る
と
い
え
る
面
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
彼
の
置
か
れ
た
宮
廷
内
の
王
権
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
や
自

身
の
夫
婦
関
係
に
よ
っ
て
合
理
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
決
し

て
条
理
を
越
え
た
情
念
そ
の
も
の
の
運
動
性
に
源
氏
が
突
き
動
か
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
源
氏
の
な
か
で
は
つ
ね
に
自
己
の
宮
廷

内
で
の
政
治
的
な
立
ち
位
置
と
の
拮
抗
の
な
か
で
女
性
と
の
関
係
が
見

定
め
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば
源
氏
の
女
性
関
係
が
反
映
さ
れ
る
形
で

彼
の
政
治
的
な
位
置
取
り
が
決
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
藤

壺
と
の
交
わ
り
は
、
帝
で
あ
る
父
の
妃
へ
の
侵
犯
で
す
が
、
そ
れ
は
帝
に

な
れ
な
い
宿
命
を
与
え
ら
れ
た
王
子
に
よ
る
間
接
的
な
復
讐
で
も
あ
り
、

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
な
王
殺
し
の
影
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
政
敵

で
あ
る
右
大
臣
の
姫
朧
月
夜
と
の
関
係
は
、
宮
廷
で
の
勢
力
争
い
に
お
け

る
大
胆
な
挑
戦
と
な
り
、
右
大
臣
を
激
昂
さ
せ
て
須
磨
流
謫
の
原
因
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
北
山
で
見
出
し
た
若
紫
、
つ
ま
り
後
の
紫
の
上
を

最
愛
の
人
と
す
る
こ
と
は
、
彼
女
が
そ
う
し
た
勢
力
争
い
に
距
離
を
置
い

た
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
政
略
結
婚
で
結
ば
れ
た
相
手
で
あ
る
葵
の
上
と

の
関
係
を
裏
返
す
よ
う
に
、
源
氏
が
純
粋
な
愛
情
を
注
ぐ
対
象
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
紫
の
上
は
正
式
な
婚
儀
を
あ
げ
て
い
な
い
愛
人

的
な
存
在
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

に
、
宮
廷
内
の
勢
力
圏
の
な
か
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
点
で
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
は
、
か
つ
て
の
桐
壺
帝
と
桐
壺
更
衣
と

の
そ
れ
と
似
た
側
面
が
あ
り
、
男
女
の
愛
情
が
そ
れ
と
し
て
純
化
さ
れ
れ

ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
関
係
が
宮
廷
の
政
治
的
な
構
図
か
ら
疎
外
さ
れ
て

い
く
と
い
う
、『
源
氏
物
語
』
の
原
理
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
も
っ
と
も
こ
う
し
た
男
女
関
係
と
王
権
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
人
間
関

係
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
捉
え
る
見
方
は
、
近
年
の
研
究
の
主
流
で
も
あ

り
ま
す
。
三
田
村
雅
子
氏
は
「
源
氏
物
語
の
主
人
公
光
源
氏
は
宮
廷
社
会

か
ら
疎
外
さ
れ
た
更
衣
の
生
ん
だ
皇
子
で
あ
り
、
そ
の
劣
性
を
天
与
の
資

質
に
よ
っ
て
撥
ね
返
す
と
い
う
物
語
で
あ
っ
た
」
と
見
な
し
、
高
木
和
子

氏
も
「
大
変
優
れ
た
才
能
と
美
貌
の
皇
子
で
あ
る
光
源
氏
が
、
母
の
身
分

が
低
か
っ
た
た
め
に
皇
太
子
に
は
な
れ
ず
臣
下
に
下
っ
た
果
て
に
、
い
か

に
し
て
天
皇
の
座
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
く
か
、
と
い
う
物
語
」
と
し

て
捉
え
て
い
ま
す
。
高
木
氏
は
女
性
と
の
交
わ
り
を
重
ね
つ
つ
勢
力
を
獲

得
し
て
い
き
、
貴
族
社
会
の
階
梯
を
昇
っ
て
い
く
源
氏
を
漫
画
の
『
島
耕

作
』
に
な
ぞ
ら
え
て
も
い
ま
す
が
、
こ
の
劇
に
盛
り
込
ん
だ
私
自
身
の
源

氏
に
対
す
る
把
握
は
こ
う
し
た
見
方
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
者
で
も
な
い
私
が
、
専
門
家
に
楯
つ
こ
う
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
常
識
的
に
い
っ
て
、
美
貌
で
あ
り
、
多

様
な
女
性
関
係
を
も
つ
貴
族
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
世
を
遂
げ
て
い
く
と

い
う
の
は
考
え
が
た
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
源
氏

の
女
性
関
係
は
朧
月
夜
と
の
関
係
が
須
磨
流
謫
の
要
因
を
な
し
て
い
る

よ
う
に
、
彼
を
政
治
的
に
逆
境
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま

た
紫
の
上
を
正
式
の
婚
儀
を
挙
げ
ず
に
妻
と
す
る
こ
と
も
、
源
氏
を
政
治

的
に
利
す
る
と
は
考
え
に
く
い
で
し
ょ
う
。

　
む
し
ろ
朧
月
夜
と
の
関
係
の
あ
た
り
で
は
、
や
や
傲
慢
に
な
っ
て
い
た

き
ら
い
の
あ
る
源
氏
は
、
須
磨
で
頭
を
冷
や
し
、
明
石
で
新
し
い
生
活
の

局
面
を
迎
え
る
こ
と
で
、
成
長
を
遂
げ
る
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
須
磨
・
明
石
へ
の
流
謫
は
、
折
口
信
夫
が
い
う
と
こ
ろ
の
貴
種
流
離
に

当
た
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
折
口
に
よ
れ
ば
貴
種
と
は
幼
い
神
で
あ
り
、

そ
の
幼
い
神
が
流
離
の
地
で
の
試
練
を
経
て
、
神
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て

本
来
の
地
へ
帰
還
す
る
こ
と
が
そ
の
要
点
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
源
氏

の
類
い
稀
な
美
し
さ
や
、
そ
れ
を
生
か
し
た
女
性
関
係
の
多
彩
さ
は
、
そ
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れ
自
体
は
彼
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
劣
位
を
解
消
す
る
条
件
と
な
る
よ
り

も
、
そ
れ
が
派
生
さ
せ
る
出
来
事
や
事
態
と
の
遭
遇
が
源
氏
を
鍛
え
、
成

長
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
結
果
貴
族
社
会
の
階
梯
を
昇
り
つ
め
て
い
く
の
だ

と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
劇
で
は
こ
う
し
た
因
果
性
に
力
点
を
置
い
て
、
源
氏
を
中
心
と
す

る
展
開
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
際
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と

に
な
っ
た
の
が
、
葵
の
上
の
兄
、
つ
ま
り
源
氏
の
義
兄
に
あ
た
る
頭
中
将

の
存
在
で
、
こ
の
劇
で
は
本
来
の
性
格
と
は
や
や
違
っ
た
輪
郭
を
彼
に
与

え
て
い
ま
す
。
原
作
の
頭
中
将
は
源
氏
と
は
色
事
の
世
界
に
お
け
る
ラ
イ

バ
ル
で
あ
り
、
源
氏
が
通
っ
た
夕
顔
と
も
関
係
を
持
ち
、
一
時
源
氏
の
養

女
と
な
る
玉
鬘
を
も
う
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
劇
で
は
源
氏
の

輪
郭
と
か
ぶ
ら
な
い
よ
う
に
、
む
し
ろ
源
氏
の
暴
走
を
い
さ
め
る
堅
物
的

な
イ
メ
ー
ジ
で
登
場
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
頭
中
将
は
も
っ

ぱ
ら
常
識
的
な
見
地
か
ら
、
源
氏
の
女
性
関
係
の
過
剰
さ
を
指
摘
し
、
そ

の
過
剰
さ
に
よ
っ
て
彼
が
政
治
的
に
困
難
な
位
置
に
自
己
を
置
く
こ
と

に
な
っ
て
い
る
構
図
を
明
る
み
に
出
さ
せ
る
役
ど
こ
ろ
で
す
。
一
方
こ
の

社
会
の
秩
序
の
頂
点
に
位
置
す
る
桐
壺
帝
は
、
劇
の
科
白
に
あ
る
よ
う

に
、
妃
を
か
す
め
取
ら
れ
る
「
寝
取
ら
れ
男
」
の
役
ど
こ
ろ
と
な
り
ま
す

が
、
反
面
藤
壺
と
源
氏
の
間
に
で
き
た
子
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
自
分
の

子
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
氏
へ
の
溺
愛
と
、
宮
中
で
の

人
間
関
係
の
き
し
み
を
受
容
す
る
し
た
た
か
さ
を
表
現
し
て
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
劇
で
は
、
源
氏
を
皇
太
子
（
東
宮
）
に
し
な
か
っ

た
こ
と
の
代
補
と
し
て
、
藤
壺
と
の
関
係
と
そ
の
結
果
を
黙
認
し
た
と
い

う
力
学
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
形
で
源
氏
に
お
け
る
色

好
み
と
政
治
の
響
き
合
い
を
表
現
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

  

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
劇
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
主
に
こ
う

し
た
政
治
と
色
恋
の
絡
み
合
い
の
な
か
で
、
源
氏
の
内
面
の
緊
張
が
高

ま
っ
た
場
面
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
の
内
容
自
体
を
空
間
化
し
て
い
る

場
面
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
定
番
と
も
い
う
べ
き
、
源
氏
が
藤
壺
を

犯
す
場
面
、
及
び
葵
の
上
に
六
条
御
息
所
の
生
霊
が
よ
り
つ
く
場
面
は
、

『
源
氏
物
語
』
ら
し
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
し

て
展
開
と
し
て
は
、
帝
に
な
れ
ぬ
王
子
と
い
う
負
い
目
を
、
女
性
関
係
に

お
け
る
征
服
欲
に
よ
っ
て
補
填
的
に
解
消
し
て
い
っ
た
源
氏
が
、
そ
の
報

い
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
須
磨
流
謫
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
こ
で
の
試
練

を
経
て
人
間
的
に
成
長
し
て
、
都
に
帰
還
し
た
後
出
世
の
階
梯
を
昇
っ
て

い
く
も
の
の
、
老
い
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
女
性
へ
の
神
通
力
も
失
っ
て
い

き
、
さ
ら
に
紫
の
上
も
失
う
こ
と
で
、
淋
し
い
老
境
へ
と
追
い
や
ら
れ
て

い
く
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
ま
す
。
休
憩
後
に
見
て
い
た
だ
い
た
第
四
場

は
、
い
わ
ば
源
氏
が
「
凡
人
」
化
し
て
い
く
段
階
で
あ
り
、
若
い
頃
で
あ

れ
ば
容
易
に
自
分
の
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
玉
鬘
の
よ
う
な
小

娘
に
も
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
に
従
順
で
あ
る
と
思
っ

て
い
た
紫
の
上
に
も
出
家
を
願
い
出
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
っ
と
も
原

作
で
も
大
ま
か
に
は
そ
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
劇
で
は
幼

少
期
か
ら
彼
が
ま
と
い
つ
づ
け
た
超
越
性
の
オ
ー
ラ
が
剥
ぎ
取
ら
れ
、
一

人
の
孤
独
な
男
の
姿
が
現
れ
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
合
わ
せ
て
源
氏
の
良
き
友
人
で
あ
り
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
内

大
臣
か
つ
て
の
頭
中
将
も
、
自
分
の
落
と
し
胤
と
い
う
こ
と
で
引
き
取
っ

た
近
江
の
君
の
よ
う
な
無
教
養
な
娘
に
ま
で
か
ら
か
わ
れ
て
し
ま
い
、
や

は
り
一
人
の
中
年
男
の
姿
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
原
作
で
は
近
江

の
君
が
内
大
臣
の
暇
つ
ぶ
し
の
相
手
に
さ
れ
て
、
そ
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力

が
空
振
り
し
て
し
ま
う
の
で
し
た
が
、
劇
で
は
む
し
ろ
内
大
臣
を
凡
人
に

見
え
さ
せ
る
、
ち
ょ
っ
と
過
激
な
無
教
養
さ
を
振
り
ま
く
町
娘
と
い
う
役
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ど
こ
ろ
に
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
場
面
は
大
和
和
紀
氏
の
『
あ
さ

き
ゆ
め
み
し
』
を
下
敷
き
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お

き
ま
す
。
近
江
の
君
は
と
て
も
面
白
い
役
柄
な
の
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
源

氏
物
語
』
の
ド
ラ
マ
化
で
は
姿
を
現
し
て
い
な
い
の
を
不
思
議
に
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
彼
女
を
出
す
こ
と
で
劇
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
く
っ
て
み
よ

う
と
考
え
ま
し
た
。
近
江
の
君
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
か
な
り
異
質
な
、

外
部
的
な
存
在
で
す
が
、
こ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
一
般
的
に
み
れ
ば
彼
女

の
よ
う
な
人
間
の
方
が
多
数
派
で
あ
っ
た
は
ず
で
、『
源
氏
物
語
』
の
世

界
が
や
は
り
き
わ
め
て
特
殊
な
、
限
定
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
く
れ
て
も
い
ま
す
。

　
反
面
、
原
作
か
ら
カ
ッ
ト
し
た
人
物
た
ち
が
数
多
く
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
夕
顔
や
空
蝉
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
言
及
に
と
ど
ま

り
、
末
摘
花
は
花
散
里
は
姿
を
現
し
ま
せ
ん
。
ま
た
六
条
御
息
所
も
、
紫

の
上
の
憑
依
の
場
面
で
シ
ル
エ
ッ
ト
的
に
出
し
て
い
ま
す
が
、
当
人
は
劇

中
人
物
と
し
て
は
現
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
役
柄
を
カ
ッ
ト
し
た
こ
と
は

や
は
り
、『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
狭
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
方
向
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
選
別
で
す
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
長
大
な
物
語
を
二
時

間
余
り
の
劇
と
し
て
空
間
化
す
る
に
は
、
何
ら
か
の
選
別
を
ほ
ど
こ
し
、

切
り
捨
て
る
場
面
や
人
物
を
決
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
取
り
上
げ
る
べ
き

場
面
や
人
物
を
選
び
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
こ
の
劇
で
は
、
原

作
に
存
在
し
な
い
虚
構
の
場
面
を
中
心
と
し
て
劇
を
構
築
し
て
い
ま
す

の
で
、
少
な
く
と
も
劇
の
表
層
か
ら
は
捨
象
さ
れ
た
も
の
の
比
重
が
大
き

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
『
源
氏
物

語
』
の
内
容
そ
の
も
の
を
伝
え
る
劇
や
映
画
、
ド
ラ
マ
は
こ
れ
ま
で
数
多

く
作
ら
れ
て
お
り
、
我
々
が
そ
れ
ら
に
追
随
し
て
も
屋
上
屋
的
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
通
り
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
今
回
の
劇
を
公
演
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
学
生
、
院
生
、
研

究
生
に
一
般
参
加
の
方
を
加
え
、
多
く
の
方
々
の
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
出
演
者
の
約
三
割
は
外
国
人
留
学
生
で
、
国
籍
と
し
て
は
中
国
、
韓

国
、
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
前
回
の
初
演
の
際
に
は

ロ
シ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア
の
方
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
回

は
残
念
な
が
ら
欧
米
圏
の
方
の
参
加
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
参
加
者
の

な
か
に
は
、『
源
氏
物
語
』
が
好
き
な
た
め
に
応
募
し
た
と
い
う
人
も
何

人
か
お
ら
れ
、
自
分
の
役
ど
こ
ろ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
た
。
ま
た
そ
う
で
な
い
出
演
者
も
、
練
習
の
過
程
で
『
源
氏
物
語
』
と

い
う
、
そ
の
名
前
は
遍
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
内
容

が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
作
品
に
強
く
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ

て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
練
習
に
取
り
か
か
る
と
、
当
然
な
が
ら
科
白
を
こ
な
す
能
力
は
日
本
人

と
留
学
生
の
間
で
差
が
あ
り
ま
し
た
が
、
総
体
と
し
て
の
表
現
力
は
留

学
生
も
ま
っ
た
く
負
け
て
お
ら
ず
、
多
少
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
不
自
然
さ
を
乗
り
越
え
て
、
見
る
者
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与

え
て
く
れ
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
逆
に
い
う
と
、
普

段
非
常
に
日
本
語
が
上
手
い
と
思
っ
て
い
る
本
学
の
留
学
生
も
、
人
に
聞

か
せ
る
よ
う
に
正
確
に
発
音
し
よ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
圏
で
、
独
特
の

ア
ク
セ
ン
ト
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
癖
が
あ
り
、
練
習
の
過
程
で
そ
れ

ら
を
修
正
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
日
本
語
の
発
話
能
力

を
高
め
る
良
い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ち
な

み
に
本
学
で
は
主
専
攻
語
と
し
て
存
在
す
る
二
十
六
の
言
語
に
よ
る
「
語

劇
」
が
毎
年
大
学
祭
時
に
上
演
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
人
学
生
に
と
っ
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て
も
劇
の
舞
台
に
立
つ
こ
と
が
、
習
得
し
て
い
る
言
語
の
ス
キ
ル
を
磨
く

機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
己
の
身
体
を
通
し
て
、
何
ら
か
の
感
情
を
負

荷
さ
れ
た
言
葉
を
他
者
に
向
け
て
発
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
言
葉

の
生
命
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
の
劇
の
言
葉
が
、
そ
う
し
た

生
命
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
確
信
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
劇
が
何

よ
り
も
言
葉
を
活
性
化
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
、
出
演
者
と
と
も
に
実
感

し
え
た
こ
と
が
、
こ
の
公
演
で
の
私
の
収
穫
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　〔
注
〕

  

本
稿
は
二
〇
一
〇
年
七
月
十
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
劇
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
語
り
と
劇
に
よ
ろ
『
源
氏
物
語
』」（
作
・
演
出
柴
田
勝
二
）
の
趣

旨
説
明
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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て
の
短
歌
に
変
質
さ
せ
て
終
え
て
い
る
。
ま
さ
に
和
歌
か
ら
短
歌
へ
と
歌

を
変
質
さ
せ
た
張
本
人
の
一
人
が
子
規
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

分
か
り
や
す
い
言
説
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
言
え
ば
、
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
）
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』、
と
り
わ
け
「
再
び
歌
よ
み
に

与
ふ
る
文
」
の
冒
頭

１
の

貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み
に
て
古
今
集
は
く
だ
ら
ぬ
集
に
有
之
候

に
、
力
ず
く
で
和
歌
か
ら
短
歌
へ
と
三
十
一
文
字
を
変
質
さ
せ
て
行
こ
う

と
す
る
気
概
を
感
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

子
規
が
対
決
し
よ
う
と
し
た
古
典
的
和
歌
世
界
は
、『
古
今
和
歌
集
』

以
後
の
世
界
で
あ
り
、『
万
葉
集
』
は
む
し
ろ
規
範
と
し
て
捉
え
か
え
さ

れ
よ
う
と
し
た
。『
万
葉
集
』
の
捉
え
方
が
、
近
代
の
立
ち
上
が
る
時
期

の
時
代
的
な
偏
光
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
る

２
が
、
こ
こ

で
は
問
わ
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
そ
の
も
の
も
子
規
の
視
点
か
ら
は
批

判
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
彼
の
批
判
の
矛
先
が
向
う
の
は
、『
古

今
和
歌
集
』
を
そ
の
規
範
の
中
心
と
し
て
古
典
の
代
表
と
し
て
尊
重
し
、

そ
の
世
界
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
避
け
、
そ
の
世
界
の
中
に
と
ど
ま
っ
て

歌
を
作
り
続
け
る
こ
と
を
行
っ
て
き
た
伝
統
主
義
・
古
典
主
義
的
な
和
歌

世
界
で
あ
る
。

正
岡
子
規
の
恋
歌
　
ノ
ー
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

村
尾　

誠
一

は
じ
め
に

　

若
く
し
て
出
発
し
た
明
治
期
の
文
学
者
に
は
珍
し
く
、
正
岡
子
規
の
文

学
世
界
に
は
恋
に
関
す
る
も
の
が
豊
か
で
は
な
い
。
子
規
の
短
歌
・
和
歌

の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、
実
生
活
に
お
い

て
も
恋
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、
短
い
人
生
を
病
と

闘
い
な
が
ら
生
き
抜
い
た
伝
記
的
事
実
か
ら
は
当
然
と
も
言
え
る
。
そ
う

し
た
現
実
の
生
を
誠
実
に
反
映
し
た
文
学
の
一
つ
と
し
て
短
歌
が
あ
り
、

そ
れ
が
日
本
文
学
に
あ
っ
て
の
詩
歌
の
近
代
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
子
規
の
初
期
の
和
歌
を
読
む
な
ら
ば
、
多
い
と
は
言

え
な
い
ま
で
も
、
恋
歌
は
歌
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
ど
の
よ
う
に
自

覚
さ
れ
て
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
恋
の
体
験
と
も
言
え
る
伝
記

を
反
映
す
る
作
品
群
も
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
で
は
若
き
日
の
そ
う
し
た
歌

を
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一
、
和
歌
か
ら
短
歌
へ

　

先
程
か
ら
和
歌
・
短
歌
を
適
宜
言
い
分
け
て
き
た
が
、
子
規
の
三
十
一

文
字
の
歌
は
、
伝
統
的
な
和
歌
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
を
近
代
の
文
学
と
し
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そ
う
し
た
古
典
主
義
的
な
和
歌
世
界
は
、
大
き
く
見
る
な
ら
ば
中
世
に

お
い
て
確
立
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
世
の
始
発
期
に
、
主
と
し
て
藤

原
俊
成
・
定
家
の
親
子
の
手
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
以

後
の
和
歌
の
あ
り
方
を
規
定
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
界
は
近
世
を

も
生
き
延
び
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
御
所
を
中
心
と
し
な
が
ら
広
い
範

囲
で
継
続
し
て
い
た
世
界
で
あ
っ
た
。
子
規
の
始
発
期
の
歌
も
、
基
本
的

に
は
そ
う
し
た
中
世
的
和
歌
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
。
子
規
の
近
代
短
歌

の
立
ち
上
げ
は
、
自
ら
の
中
の
和
歌
か
ら
短
歌
へ
の
変
貌
過
程
で
も
あ
っ

た
。
子
規
が
自
ら
の
初
期
作
品
に
対
し
て
厳
し
い
目
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
、
自
筆
本
『
竹
乃
里
歌
』
の
お
び
た
だ
し
い
墨
滅
の
跡
か
ら
も
実
感
で

き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
的
和
歌
の
特
徴
は
、
題
詠
に
あ
る
。
題
に
よ
る
創
作

は
、
近
代
や
現
代
の
短
歌
で
も
歌
会
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
内
実

に
お
い
て
は
違
い
が
あ
る
。
中
世
和
歌
に
お
い
て
題
詠
は
、
出
題
さ
れ
た

題
の
持
つ
「
本
意
」
に
規
定
さ
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
題
毎
に
詠
む
べ
き
内

容
は
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
十
世
紀
の
和
歌
と
物
語
に
よ
っ

て
歌
わ
れ
語
ら
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
。
原
則
と
し
て
そ
の
世
界
か
ら
は
ず

れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
歌
合
の
よ
う
に
勝
負
の
か
か
る
場
に
あ
っ
て

は
、
世
界
の
ず
れ
は
「
傍
題
」
と
さ
れ
、
厳
し
い
評
に
さ
ら
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
恋
の
題
で
「
待
恋
」
は
女
性
が
、
通
い
が
間
遠
に
な
っ
た
、
あ
る

い
は
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
恋
人
を
待
つ
こ
と
で
あ
り
、
男
性
が
待
つ
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
男
性
の
歌
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
世
界
は
詠
む
の
で
あ

り
、
実
体
験
や
実
感
よ
り
も
、「
本
意
」
が
尊
重
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

中
世
的
和
歌
の
場
合
、「
本
意
」
の
制
約
は
、
題
詠
以
外
に
も
及
び
、

和
歌
に
詠
ま
れ
る
素
材
自
体
が
自
ず
と
古
典
的
な
詠
み
方
の
継
承
を
求

め
る
こ
と
に
な
る

３
。
子
規
は
最
晩
年
ま
で
題
詠
の
歌
は
作
り
続
け
る
し
、

始
発
期
の
作
品
が
総
て
題
詠
で
あ
る
は
ず
も
な
い
。
し
か
し
大
き
く
見
れ

ば
、
子
規
の
歌
は
「
本
意
」
に
制
約
さ
れ
る
和
歌
か
ら
、
そ
れ
に
制
約
さ

れ
な
い
短
歌
へ
の
変
容
だ
と
捉
え
て
も
よ
か
ろ
う
。「
本
意
」
の
替
わ
り

に
作
品
を
作
り
上
げ
る
拠
と
な
る
の
が
実
体
験
で
あ
り
、
体
験
と
対
峙
す

る
自
我
で
あ
る
。
す
で
に
言
い
古
さ
れ
た
自
我
史
観
で
は
あ
る
が
、
基
本

的
な
図
式
を
引
く
場
合
に
は
い
ま
だ
有
効
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
子
規
の
場

合
、
そ
の
実
体
験
は
病
に
か
な
り
特
化
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

作
品
世
界
に
鮮
明
な
輪
郭
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

恋
歌
の
場
合
、
実
体
験
の
欠
如
が
、
晩
年
の
作
品
で
は
恋
歌
を
生
ま
せ

な
い
と
い
う
の
は
必
然
で
あ
り
、「
本
意
」
が
確
と
し
て
あ
る
恋
歌
が
始

発
期
に
見
ら
れ
る
の
は
必
然
だ
と
言
う
こ
と
に
は
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を

前
提
に
、
子
規
に
お
け
る
恋
歌
を
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
明
治
十
八
年
の
題
詠
に
よ
る
恋
歌

　

子
規
の
歌
集
『
竹
乃
里
歌
』
で
、
恋
歌
が
最
初
に
見
ら
れ
る
の
は
明
治

十
八
年
（
一
八
八
五
）
で
あ
る
。
十
九
歳
の
子
規
は
、
大
学
予
備
門
の
生

徒
で
あ
り
、東
京
で
の
生
活
を
続
け
て
い
た
。
詳
細
な
日
時
は
未
詳
だ
が
、

配
列
順
か
ら
す
れ
ば
秋
以
降
と
思
わ
れ
る
題
詠
の
作
品
群
の
中
に
、
三
首

の
恋
歌
が
並
ん
で
い
る

４
。

　
「
恋
」
題
の
一
首
は
、

見
し
ふ
み
も
何
な
ら
ぬ
か
は
恋
路
に
は
玉
章
を
か
く
た
よ
り
の
み
に
て

で
あ
り
、
恋
文
以
外
に
手
だ
て
の
な
い
恋
の
様
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
変
哲
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の
な
い
内
容
の
作
だ
が
、古
典
和
歌
と
し
て
見
れ
ば
、「
ふ
み
」「
玉
章
」「
た

よ
り
」
の
手
紙
を
表
す
言
葉
が
重
出
し
、
古
い
歌
学
（
時
に
蘇
る
概
念
だ

が
）
で
は
「
同
心
病
」
と
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
一
方
、
古
典
和
歌

で
は
「
恋
路
」
に
「
泥
路
」
を
掛
け
る
の
は
常
套
で
あ
り
、「
ふ
み
」
に

は
「
踏
み
」
の
意
を
掛
け
て
、手
紙
の
み
で
進
展
し
な
い
恋
の
焦
燥
感
を
、

泥
道
を
踏
み
行
く
様
に
含
意
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
文
学
性
を
認
め
る
と

す
れ
ば
、
子
規
そ
の
人
と
言
う
よ
り
も
古
典
和
歌
の
蓄
積
し
た
も
の
の
力

に
拠
っ
て
い
る
。

　
「
夢
恋
」
は
、

う
た
た
ね
の
夢
さ
へ
も
の
を
思
は
せ
て
憂
を
か
さ
ぬ
る
恋
も
す
る
か
な

で
、
夜
の
夢
の
中
ま
で
も
物
思
い
す
る
の
は
無
論
の
こ
と
、
ご
く
短
い
う

た
た
ね
の
夢
ま
で
も
物
思
い
を
す
る
と
い
う
、
恋
の
つ
ら
さ
を
歌
っ
た
一

首
で
あ
る
。「
う
た
た
ね
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
「
う
た
た
ね
に
恋
し

き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
頼
み
そ
め
て
き
」（
恋
二
・
小
野
小
町
）

と
あ
る
の
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
り

５
、中
世
的
和
歌
と
し
て
見
れ
ば
「
本

歌
」
と
い
っ
て
よ
い
。
結
句
の
「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
表
現
は
、
や

は
り
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
さ
つ
き
の
菖
蒲
草
あ
や

め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
」（
恋
一
・
読
人
不
知
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
恋
歌
の
重
要
な
表
現
の
型
で
あ
る
。

　

以
上
の
二
首
は
、
自
筆
本
で
は
題
も
含
め
て
墨
滅
さ
れ
て
い
る
。
一
首

だ
け
消
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
の
が
「
祈
恋
」
で
あ
る
。

祈
り
て
も
し
る
し
は
な
し
と
し
り
な
が
ら
も
し
や
と
思
ふ
心
や
さ
し
な

「
祈
恋
」
は
古
典
和
歌
で
も
見
ら
れ
る
設
題
で
、
神
仏
へ
恋
の
祈
願
を
す

る
こ
と
を
捉
え
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
恋
が
首
尾
良
く
い

か
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
こ
の
歌
の
場
合
、「
も
し
や
と
思
ふ
」
と
い
う
四

句
目
が
口
語
的
で
注
目
さ
れ
、
首
尾
よ
く
は
い
く
ま
い
と
思
い
な
が
ら
も

祈
願
し
て
し
ま
う
女
性
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
目
新
し
い
と

は
言
え
な
い
が
、
古
典
の
観
念
の
中
か
ら
印
象
に
残
る
実
在
し
そ
う
な
女

性
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
子
規
自
身
が
憧
れ
る
女
性

像
と
も
重
な
り
、
恋
愛
へ
の
憧
れ
に
も
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
年
に
は
、
他
に
も
何
首
か
題
詠
に
よ
る
恋
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

古
典
と
の
関
係
で
言
え
ば
、「
忍
恋
」
の

明
く
れ
に
こ
ひ
ぬ
日
も
な
し
玉
の
緒
の
た
え
ね
ば
た
え
ぬ
思
ひ
な
る
ら
ん

の
よ
う
に
、
明
示
的
に
『
百
人
一
首
』
に
見
ら
れ
る
式
子
内
親
王
の
「
玉

の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
し
の
ぶ
る
事
の
弱
り
も
ぞ
す
る
」

の
影
響
が
見
え
る
作
品
が
あ
る
。『
百
人
一
首
』
の
作
品
か
ら
の
影
響
は

恋
歌
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、
本
来
な
ら
ば
「
忍
恋
」
の

題
は
「
忍
ぶ
」
気
持
ち
の
強
さ
が
詠
ま
れ
る
は
ず
だ
が
、
む
し
ろ
恋
情
の

強
さ
が
主
題
に
な
る
所
に
、
若
き
日
の
思
い
の
反
映
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
年
の
恋
歌
で
興
味
深
い
の
は
「
旅
恋
」
の
、

故
郷
も
今
は
中
々
す
み
う
し
と
い
も
や
こ
な
た
の
空
を
こ
ふ
ら
ん

で
あ
る
。
明
治
に
な
り
「
上
京
」
と
い
う
こ
と
が
地
方
の
青
年
に
問
題
と

な
り
、
子
規
自
身
も
そ
の
体
験
の
最
中
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
、

因
習
的
な
地
方
に
恋
人
を
残
し
て
上
京
す
る
と
い
う
主
題
が
文
学
上
に
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も
課
題
と
な
る
。
こ
こ
に
子
規
自
身
の
伝
記
的
な
体
験
を
当
て
は
め
る
必

要
は
な
い
し
、
で
き
な
い
が
、
題
の
「
旅
」
を
拡
張
す
る
こ
と
で
そ
う
し

た
近
代
的
な
体
験
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
年
の
恋
の
題
詠
歌
を
検
討
し
て
み
る
と
、
基
本
的

に
古
典
和
歌
の
世
界
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
若
き
日
の
子
規
の

恋
へ
の
憧
れ
や
、
当
時
の
若
者
の
抱
え
る
恋
に
ま
つ
わ
る
課
題
が
反
映
し

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
典
和
歌
自
体
が
そ
う
し
た
包
容
力
は
持

ち
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
各
時
代
の
思
い
が
歌
わ
れ
続
け
て
き
た
か
ら

こ
そ
連
続
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
明
治
で
あ
る
か
ら
特
別
に
そ
の
時
代
の

課
題
が
反
映
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た

個
人
の
思
い
や
歴
史
の
課
題
が
、
必
ず
し
も
成
熟
し
た
り
切
実
性
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

三
、
明
治
二
十
一
年
「
恋
」

　

題
詠
歌
を
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
明
治
十
九
年
は
子

規
に
と
っ
て
俳
句
を
作
り
始
め
た
年
で
あ
り
、
文
学
的
成
熟
と
い
う
こ
と

で
も
、
ま
だ
初
期
の
段
階
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年
に
な
る
と
二
十
二
歳

で
あ
り
、
九
月
に
は
第
一
高
等
中
学
校
本
科
へ
進
学
し
て
い
る
。『
竹
乃

里
歌
』
で
は
、
こ
の
年
冒
頭
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
訳
詩
を
置
い
て
お
り
、

文
学
的
に
も
様
々
な
体
験
を
積
ん
で
い
る
。
和
歌
で
は
先
ず
「
恋
」
と
題

さ
れ
た
八
首
の
歌
群
が
注
目
さ
れ
る
。

　

八
首
の
歌
群
は
題
詠
で
あ
る
が
、「
恋
」
と
い
う
大
き
な
設
題
で
あ
り
、

細
か
い
題
の
設
定
は
な
い
。
何
ら
か
の
歌
会
で
一
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
か
、
そ
れ
と
も
折
々
に
詠
ま
れ
た
作
品
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
か

も
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
年
の
作
品
の
自
筆
本
へ
の
収
録
は
豊

か
で
な
く
、
訳
詩
の
次
に
「
新
年
」「
霞
」
の
題
の
一
首
ず
つ
が
配
さ
れ
、

そ
の
次
に
こ
の
歌
群
で
す
べ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
内
の
い
つ
の

時
点
の
作
で
あ
る
か
も
定
か
で
は
な
い
。
し
か
も
、
う
ち
七
首
は
墨
滅
さ

れ
て
い
る
。

　

一
首
だ
け
墨
滅
さ
れ
て
い
な
い
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。

我
こ
ひ
は
あ
は
で
の
浦
の
い
そ
に
よ
る
み
る
め
ば
か
り
や
あ
ふ
こ
と
も
な

し

一
読
し
て
古
典
的
に
過
ぎ
る
こ
と
に
驚
く
作
品
だ
と
い
え
よ
う
。
鍵
と
な

る
の
が
「
あ
は
で
の
浦
」
と
い
う
歌
枕
だ
が
、
元
々
所
在
地
未
詳
（
常
陸

と
も
）
の
歌
枕
で
あ
る
。
歌
枕
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
土
地
の

イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
地
名
の
面
白
さ
に
眼
目
が
あ
る
。
こ
の
場
合「
逢
は
で
」

の
掛
詞
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
波
が
「
寄
る
」、
海
藻
の
「
み
る
め
」
の

縁
語
を
想
起
さ
せ
、「
み
る
め
」
に
「
見
る
目
」
の
掛
詞
で
、
他
人
の
目

の
た
め
に
会
え
な
い
の
だ
と
い
う
状
況
が
た
だ
ち
に
含
意
さ
れ
て
し
ま

う
。
例
え
ば
、
古
典
和
歌
で
は
『
金
葉
和
歌
集
』
恋
下
・
源
雅
光
の
「
名

に
立
て
る
あ
は
で
の
浦
の
海
人
だ
に
も
み
る
め
は
か
づ
く
物
と
こ
そ
聞

け
」
の
よ
う
に
古
典
和
歌
に
は
多
く
の
類
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
引
い
た
現

代
で
は
無
名
と
な
っ
た
歌
人
に
比
し
て
も
想
像
力
で
描
き
出
す
世
界
は

必
ず
し
も
豊
か
で
は
な
く
、
結
句
「
あ
ふ
こ
と
も
な
し
」
の
繰
り
返
し
が

畳
重
で
は
あ
る
が
、
古
典
的
な
手
法
は
よ
く
習
得
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

　

墨
滅
さ
れ
た
作
品
に
も
、
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時
鳥
音
に
な
く
こ
ゑ
の
も
れ
そ
め
て
忍
の
岡
の
し
の
ば
れ
も
せ
ず

の
よ
う
な
、
や
は
り
歌
枕
（「
忍
の
岡
」）
を
鍵
と
す
る
古
典
的
な
色
合
い

の
濃
厚
な
作
品
や
、

わ
が
恋
は
岩
に
せ
か
ゝ
る
た
き
川
の
あ
ふ
か
と
み
れ
ば
又
別
れ
つ
つ

の
よ
う
に
、
明
ら
か
な
形
で
『
百
人
一
首
』
の
「
瀬
を
は
や
み
岩
に
せ
か

か
る
瀧
川
の
わ
れ
て
も
末
に
逢
は
む
と
ぞ
思
ふ
」
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
、
や
は
り
古
典
的
な
作
品
も
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
に
も
、

我
が
恋
は
真
の
道
に
か
な
は
ず
や
む
す
ぶ
の
神
も
ま
も
ら
ざ
る
ら
む

の
よ
う
な
作
品
も
見
ら
れ
る
。
古
典
的
に
言
え
ば
「
真
の
道
」
は
仏
道
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
広
い
意
味
で
の
、
明
治
的
な
立
身
出
世
を
も

含
む
倫
理
で
あ
ろ
う
。
子
規
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
想
像
を
拡
げ
れ
ば
、
明

治
二
十
四
年
に
「
法
師
看
花
」
以
下
「
神
主
見
花
」
さ
ら
に
「
儒
者
」「
耶

蘇
教
信
者
」「
歌
人
」「
哲
学
者
」
と
続
か
せ
る
姿
勢
に
「
真
の
道
」
は
近

い
輪
郭
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
に
か
ろ
う
じ
て
子
規
の
近
代
は

顔
を
出
さ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

恋
故
に
世
の
中
を
知
る
と
い
う
思
想
も
、

恋
せ
ず
は
浮
世
の
中
は
か
く
ま
で
に
つ
れ
な
き
も
の
と
し
ら
ざ
ら
ま
し
を

の
よ
う
な
作
品
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
近
代
に
お
け
る
「
恋
」
の

人
生
上
の
重
い
位
置
づ
け
と
も
関
わ
り
そ
う
だ
が
、『
百
人
一
首
』
に
も

藤
原
敦
忠
の
「
あ
ひ
み
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
思
は
ざ
り
け

り
」
は
容
易
に
浮
か
ぶ
し
、
藤
原
俊
成
に
は
『
長
秋
詠
草
』
に
「
恋
せ
ず

は
人
の
心
も
な
か
ら
ま
し
物
の
あ
は
れ
も
こ
れ
よ
り
ぞ
し
る
」
が
あ
る
の

も
有
名
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
群
も
、
基
本
的
に
は
古
典
的
な
伝
統
の
中
で
歌
わ
れ
た
世
界
の

再
生
産
の
作
品
で
あ
る
。
近
代
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
古
典
的
手
法
が
子
規
に
恋
の
歌
を
詠
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
向
島
仮
寓

　

明
治
二
十
一
年
の
夏
に
は
、
子
規
の
伝
記
の
中
で
は
珍
し
く
女
性
と
の

恋
愛
事
件
が
生
じ
る
。
恋
愛
と
言
う
に
は
た
わ
い
も
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
子
規
に
と
っ
て
は
貴
重
な
体
験
だ
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
の
夏
、
七
・
八
・
九
月
の
三
ヶ
月
を
、
子
規
は
隅
田
川
畔
の
向
島
で
過

ご
し
て
い
る
。
現
在
も
桜
餅
屋
と
し
て
有
名
な
「
長
命
寺
桜
餅
」、
山
本

家
の
月
香
楼
に
仮
寓
し
て
い
る
。
こ
の
体
験
は
、
和
歌
と
し
て
残
さ
れ
て

い
る
が
、
自
筆
本
『
竹
乃
里
歌
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
子
規
自
身

は
そ
の
体
験
を
回
覧
雑
誌
で
あ
る
『
七
草
集
』
で
様
々
な
文
学
形
式
で
記

録
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
和
歌
の
他
、
漢
文
・
漢
詩
・
俳
句
・
謡
曲
・

和
文
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
女
郎
花
巻
」
が
和
歌
の
巻
で
あ
り
、
五
七
首

か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

恋
愛
事
件
は
、
宿
と
し
て
い
た
月
香
楼
の
娘
、
お
陸
と
の
噂
で
あ
る
。

現
実
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
生
じ
た
の
か
は
知
る
術
も
な
い
が
、
友
人
で

あ
る
大
谷
是
空
の
回
想
（『
日
本
』
明
治
三
五
年
九
月
）
に
次
の
よ
う
に
述
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べ
ら
れ
て
い
る

６
。

同
じ
年
の
夏
君
は
向
島
の
長
命
寺
境
内
の
桜
餅
屋
の
二
階
に
下
宿
せ
ら
れ

た
。
と
こ
ろ
が
誰
が
い
ひ
出
し
た
か
そ
の
家
の
娘
と
関
係
で
も
あ
る
や
う

に
浮
名
が
立
つ
た
。
君
は
正
直
だ
け
に
此
事
を
非
常
に
気
に
し
て
「
七
草

集
」
と
題
す
る
五
六
十
枚
も
あ
る
小
説
的
の
も
の
を
書
い
て
雪
冤
を
試
み

ら
れ
た
。

こ
れ
が
具
体
的
な
証
言
と
な
る
わ
け
だ
が
、「
女
郎
花
巻
」
で
も
、

月
香
楼
を
去
ら
ん
と
す
る
三
日
四
日
前
に
よ
か
ら
ぬ
噂
の
聞
え
し
よ
り
、

頭
の
病
も
何
と
な
く
重
り
し
心
地
せ
ら
る
。さ
れ
ど
こ
ゝ
に
と
ど
ま
ら
ば
、

い
よ
い
よ
癒
え
が
た
か
る
べ
し
と
思
ひ
、
一
日
も
は
や
く
都
に
帰
ら
ん
と

心
を
定
め
け
る　

二
首

思
ひ
き
や
か
く
ま
で
な
れ
し
景
色
さ
へ
今
は
恨
の
た
ね
な
ら
む
と
は

け
ふ
を
こ
そ
か
ぎ
り
と
思
へ
ば
浅
草
の
鐘
の
ひ
ゞ
き
も
哀
れ
な
り
け
り

が
あ
り
、
是
空
の
回
想
に
照
合
さ
せ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
七
草
集
』
に
は
最
終
的
に
は
は
ず
さ
れ
回
覧
さ
れ
な
か
っ
た

友
人
と
の
問
答
体
で
あ
る
「
か
る
萱
巻
」
が
あ
り
、
滞
在
後
半
に
子
規

が
み
ま
わ
れ
る
「
い
た
つ
き
」
に
つ
い
て
、
恋
故
の
も
の
で
は
な
い
か
と

友
人
間
で
噂
さ
れ
て
い
る
旨
が
中
心
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に

は
、「
そ
は
我
身
の
片
恋
ひ
に
て
も
と
よ
り
い
ひ
い
づ
べ
き
こ
と
に
も
あ

ら
ず
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
文
言
も
見
ら
れ
る
。

　

不
快
な
噂
の「
雪
冤
」で
は
あ
る
が
、あ
る
意
味
で
は
し
た
た
か
に「
恋
」

を
作
品
世
界
形
成
の
資
と
し
て
い
る
。

戯
れ
に
画
を
か
き
て
女
の
許
へ
つ
か
は
す
と
て

き
み
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
ん
お
の
れ
だ
に
つ
た
な
し
と
思
ふ
水
茎
の
跡

は
、『
古
今
和
歌
集
』
春
上
・
紀
貫
之
の
「
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅

の
花
色
を
も
香
を
も
し
る
人
ぞ
し
る
」
と
い
う
古
歌
を
念
頭
に
し
た
一
首

で
、
そ
の
延
長
上
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
詞
書
は
女
性
の
実
在
を
明

示
し
て
い
て
、
作
中
の
「
き
み
」
が
そ
の
「
女
」
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
自
ら
拙
い
と
思
え
る
画
を
共
有
で
き
る
関
係
は
そ
も
そ
も
極

め
て
親
し
い
間
柄
を
前
提
と
し
て
い
よ
う
。
無
論
、
こ
の
詞
書
と
作
品
を

証
に
す
る
形
で
子
規
の
恋
愛
の
事
実
性
は
証
し
得
な
い
。
子
規
の
作
品
世

界
は
、
古
典
和
歌
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
様
々
な
虚
構
世
界
を
作
り
上
げ

て
し
ま
う
中
世
和
歌
的
な
世
界
に
居
る
。
恋
の
噂
の
「
雪
冤
」
と
は
言
い

な
が
ら
、
作
品
世
界
の
中
で
の
向
島
体
験
を
、
恋
の
体
験
を
も
含
む
世
界

に
構
築
し
よ
う
と
し
た
意
志
は
歴
然
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
作
品
世
界
形
成
の
最
も
顕
著
な
現
れ
が
「
寄
隅
田
川
名
所
恋

十
一
首
」
と
題
す
る
連
作
で
あ
る
。
題
詠
で
あ
り
、歌
枕
に
触
発
さ
れ
て
、

そ
う
し
た
文
学
制
度
に
則
る
故
に
か
な
り
奔
放
に
様
々
な
恋
世
界
を
描

き
出
し
て
い
る
。

秩
父
て
ふ
峰
よ
り
出
づ
る
隅
田
川
か
ぎ
り
し
ら
れ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

に
は
じ
ま
る
十
一
首
は
、
顕
ら
か
な
実
体
を
持
っ
た
よ
う
な
恋
の
世
界
を
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描
出
す
る
。
こ
の
歌
は
『
百
人
一
首
』
陽
成
院
の
「
筑
波
嶺
の
峰
よ
り
落

つ
る
み
な
の
川
恋
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
な
り
ぬ
る
」
の
歌
枕
に
関
わ
る
発
想

を
引
き
継
ぎ
、
そ
の
情
熱
的
な
恋
情
の
発
露
も
引
き
継
ぐ
。
そ
の
意
味
で

は
全
く
題
詠
的
虚
構
世
界
で
あ
る
。

　

し
か
し
次
の
、

鐘
の
音
に
夢
さ
め
は
て
ゝ
浅
草
や
朝
の
別
れ
の
つ
ら
く
も
あ
る
か
な

は
、
よ
り
具
体
的
に
浅
草
の
対
岸
で
あ
る
向
島
の
実
地
に
依
拠
す
る
。
鐘

は
浅
草
寺
の
朝
の
鐘
で
あ
り
、「
浅
草
」
に
は
二
人
で
過
ご
し
た
夢
の
よ

う
な
一
夜
の
「
浅
さ
」
さ
を
言
い
掛
け
て
、
朝
の
別
れ
の
つ
ら
さ
へ
と
連

な
っ
て
行
く
。
歌
枕
的
な
地
名
の
力
に
導
か
れ
た
作
ら
れ
た
世
界
で
あ
り

な
が
ら
、
地
名
の
臨
地
性
が
優
に
実
事
の
存
在
を
想
起
さ
せ
て
も
よ
い
作

り
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
恋
の
世
界
は
通
い
婚
を
前
提
と
し
た
古

典
的
世
界
を
基
盤
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

　

続
く吾

妻
橋
こ
が
ね
の
柱
く
づ
る
と
も
誓
か
は
ら
じ
い
も
と
吾
と
の

は
、
吾
妻
橋
と
い
う
命
名
の
由
緒
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
鋼
鉄
製
の
橋

で
あ
り
近
代
の
産
物
で
あ
る
。「
こ
が
ね
の
柱
」
と
そ
の
最
新
技
術
は
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
景
物
を
鍵
と
し
て
構
築
さ
れ
る
世
界
は
、
自
ず

と
今
の
臨
地
性
を
引
き
出
す
で
あ
ろ
う
。
相
思
相
愛
の
深
い
関
係
が
そ
こ

に
存
在
す
る
よ
う
に
想
像
さ
せ
る
。
し
か
し
、
一
連
の
作
品
の
中
で
は
、

や
は
り
古
典
的
な
恋
愛
制
度
の
中
に
理
解
さ
れ
る
虚
構
世
界
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　

恋
の
世
界
は
別
れ
に
展
開
す
る
。

う
け
ぬ
と
は
知
れ
ど
も
祈
る
三
め
ぐ
り
や
め
ぐ
り
あ
ひ
た
し
別
れ
に
し
君

三
囲
神
社
は
向
島
の
社
だ
が
、「
祈
恋
」
の
題
詠
の
系
譜
の
作
品
で
あ
る
。

臨
地
性
を
持
ち
、
す
で
に
別
離
し
て
し
ま
っ
た
か
の
内
容
で
あ
る
。
が
、

次
の

あ
ふ
時
は
う
れ
し
の
森
の
下
露
に
ま
た
袖
ぬ
ら
す
わ
か
れ
な
り
け
り

は
、
別
れ
は
や
や
間
遠
に
な
り
つ
つ
も
、
夜
明
け
の
別
れ
に
す
ぎ
な
い
の

か
と
も
思
い
返
さ
せ
る
。「
う
れ
し
の
森
」
は
遊
郭
の
あ
っ
た
花
川
戸
あ

た
り
で
、
今
で
も
浅
草
小
学
校
付
近
に
嬉
の
森
稲
荷
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ

う
し
た
地
名
は
、
こ
れ
も
伝
統
的
な
遊
女
と
の
恋
と
い
う
内
実
を
も
想
起

さ
せ
よ
う
。

　

や
や
別
れ
に
前
後
が
あ
る
展
開
だ
が
、
次
の

州
さ
き
と
も
い
へ
ば
昔
は
海
な
ら
し
か
は
る
は
君
の
心
の
み
か
は

は
、
明
確
に
相
手
の
女
性
の
心
変
わ
り
を
歌
う
。
古
典
和
歌
の
文
脈
で
あ

れ
ば
、「
か
は
る
」
の
は
男
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
女
で
あ
る
こ
と
も

排
除
は
さ
れ
な
い
。「
州
さ
き
」
は
深
川
の
有
名
な
地
名
で
は
な
く
、
隅

田
川
畔
の
砂
地
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
受
け
た

我
恋
は
秋
葉
の
杜
の
下
露
と
消
ゆ
と
も
人
の
し
る
よ
し
も
な
し
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と
、
古
典
和
歌
的
に
は
「
飽
き
」
の
掛
詞
で
、
相
手
に
飽
き
ら
れ
な
が
ら

恋
情
を
抱
き
続
け
た
ま
ま
に
、
そ
の
思
い
に
悩
み
な
が
ら
死
ん
だ
と
し
て

も
、
も
う
相
手
に
知
ら
れ
る
術
は
な
い
と
い
う
、
通
い
婚
の
最
後
の
局
面

の
表
現
と
な
る
。
古
典
的
に
は
多
く
は
女
性
の
立
場
の
表
現
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
、
男
性
の
側
に
立
っ
た
嘆
き
だ
と
読
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
骨
格

と
し
て
は
「
秋
葉
」
神
社
の
「
飽
き
」
に
掛
け
ら
れ
る
「
秋
葉
」
に
置
く

「
下
露
」
が
「
消
ゆ
」
と
い
う
縁
語
的
な
発
想
で
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
、

古
典
的
に
は
言
葉
に
よ
り
い
わ
ば
自
動
化
さ
れ
た
発
想
で
あ
る
。
無
論
秋

葉
神
社
は
向
島
に
実
在
す
る
社
で
あ
る
。
次
の

う
き
名
を
ば
た
て
じ
と
い
の
る
白
鬚
の
し
ら
ず
と
の
み
も
い
ひ
て
お
か
ま

し

も
、「
白
鬚
」
と
い
う
地
名
に
「
知
ら
（
ず
）」
を
掛
け
る
。
こ
れ
は
、
知

ら
れ
る
限
り
で
の
実
事
と
比
較
的
近
い
内
容
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
も
言

え
よ
う
。
一
連
の
連
作
か
ら
は
や
や
異
質
で
あ
る
。
最
後
も
、

五
月
雨
の
な
み
だ
も
そ
ふ
や
あ
や
せ
川
あ
や
な
く
物
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

と
、
隅
田
川
に
注
ぐ
綾
瀬
川
に
「
あ
や
な
く
」
を
導
か
せ
、
道
理
の
な
い

思
い
に
悩
む
姿
を
詠
出
す
る
。
こ
れ
も
実
事
に
近
い
が
、
五
月
雨
と
い
う

季
節
は
、そ
こ
に
短
絡
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
思
い
の
様
を
象
徴
す
る
（「
乱

る
」
を
内
包
す
る
）
措
辞
で
あ
る
。

　

歌
枕
に
寄
せ
て
恋
歌
を
詠
む
の
は
、
古
典
和
歌
の
題
詠
と
し
て
は
常
套

的
な
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
た
手
法
で
こ
の
連
作
は
詠
ま
れ
て
い

る
。
恋
の
在
り
方
も
基
本
的
に
は
古
典
的
な
通
い
婚
に
依
拠
し
て
い
て
、

作
品
世
界
の
基
盤
は
虚
構
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
枕
と
し
て
用
い
た
地
名

は
、
実
際
の
向
島
滞
在
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
絡
め
て
恋
を
歌

う
以
上
、
必
然
的
に
噂
と
な
っ
た
恋
愛
体
験
を
想
像
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
最
後
の
二
首
は
噂
に
近
い
内
容
で
詠
ま
れ
て
も
い
る
。
若
い
と
は

い
え
卓
越
し
た
表
現
者
で
あ
っ
た
子
規
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
承
知
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
向
島
の
「
恋
」
が
実
事
と
し

て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
ま
で
も
、
貴
重
な

文
学
的
な
資
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
よ
う
。

　

河
東
碧
梧
桐
は
『
子
規
を
語
る
』
の
中
で
、
向
島
体
験
に
つ
い
て

７
、

異
性
に
対
す
る
ロ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
も
の
を
余
り
持
た
な
い
、
持
た
な
い

と
い
う
よ
り
殆
ど
絶
無
で
あ
っ
た
子
規
の
一
生
に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

砂
漠
中
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
恵
み
を
思
わ
せ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
見
て
き
た
よ
う
に
「
を
み
な
へ
し
巻
」
の
形
成
に
は
こ

の
体
験
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
は
古
典
和

歌
の
文
脈
に
大
き
く
依
拠
し
た
世
界
が
基
盤
で
あ
り
、
近
代
短
歌
へ
の
離

陸
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
し
、
自
ら
の
切
実
な
経
験
と
し

て
こ
の
恋
愛
体
験
が
熟
成
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

碧
梧
桐
は

子
規
の
唯
一
の
ロ
ー
マ
ン
ス
も
、
内
的
に
子
規
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
心

理
の
特
殊
性
を
帯
び
て
い
な
い
。
そ
の
開
展
起
伏
に
深
み
も
強
み
も
見
出

だ
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
子
規
は
遂
に
恋
と
い
う
物
を
本
統
に
体

験
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
秘
密
は
私
達
も
ま
だ
そ
れ
を
解
く

鍵
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
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と
、
子
規
の
文
学
上
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
体
験
が
豊
か
な
も
の
を
持
た

な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
。
向
島
の
恋
歌
世
界
も
、
そ
れ
以
前

に
題
詠
で
詠
ま
れ
た
恋
歌
か
ら
大
き
な
進
展
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
ま
い
。

　

子
規
の
以
後
の
文
学
的
な
達
成
の
中
で
、
こ
の
向
島
体
験
が
ど
の
よ
う

に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
の
測
定
は
容
易
で
は
な
い
。
短
歌
の
世
界
の
中
だ

け
に
限
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
碧
梧
桐
の
哀
惜
を
打
ち
消
す
よ

う
に
恋
の
体
験
が
活
か
さ
れ
た
力
強
い
作
品
世
界
を
読
み
取
り
提
示
す

る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。

お
わ
り
に

　
　

　

最
晩
年
に
近
い
明
治
三
十
三
年
、『
竹
乃
里
歌
』
に
は
「
艶
麗
体
」
と

い
う
題
で
詠
ま
れ
た
十
五
首
の
連
作
が
載
る
。

春
の
夜
の
衣
桁
に
掛
け
し
錦
襴
の
ぬ
ひ
の
孔
雀
を
照
ら
す
と
も
し
火

く
れ
な
ゐ
の
と
ば
り
垂
れ
た
る
窓
の
内
に
薔
薇
の
香
満
ち
て
ひ
と
り
寝
る

少
女

の
よ
う
な
作
品
が
そ
の
世
界
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
観
念
的
に
過
ぎ
る

と
は
言
え
、
女
性
の
官
能
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
古
典
和
歌
の
世
界
で

も
「
艶
麗
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
概
念
は
そ
う
し
た
世
界
、
一
般
的
に
は
恋

に
よ
り
実
現
さ
れ
る
世
界
に
拠
っ
て
現
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
歌
群
も
、
三
首
の
恋
を
主
題
と
す
る
作
品
に
よ
り
閉
じ

ら
れ
る
。

山
の
池
の
水
際
に
お
ふ
る
篠シ

ヌ

の
群メ

の
死
ぬ
と
も
君
に
逢
は
ん
と
ぞ
思
ふ

な
ゆ
竹
の
と
を
よ
る
妹
が
手
を
巻
き
て
さ
ね
し
こ
よ
ひ
を
と
は
に
し
ぬ
ば

むあ
は
国
の
あ
は
な
く
久
に
む
つ
の
国
む
つ
た
ま
あ
へ
る
君
を
恋
ひ
に
け
り

　
　

一
読
し
て
万
葉
語
が
目
に
つ
き
、
若
い
時
代
と
は
異
な
る
万
葉
重
視
時
代

の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
知
ら
れ
る
。
特
に
二
首
目
は
万
葉
語
を
散

り
ば
め
た
印
象
だ
が
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
吉
備
津
采
女
へ
の
挽
歌
か
ら

言
葉
が
摂
取
さ
れ
て
い
て
、
内
容
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
長
歌
の
反
歌
と
言
っ

て
も
過
言
で
な
い
内
容
で
あ
る
。「
秋
山
の　

し
た
へ
る
妹　

な
よ
竹
の

と
を
よ
る
児
ら
は
」
の
歌
い
出
し
、「
し
き
た
へ
の　

手
枕
ま
き
て
」
な

ど
の
共
寝
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
長
歌
の
重
要
な
要
素
が
言
葉
と
と
も
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

一
首
目
は
「
篠
の
群
」
が
万
葉
的
な
言
葉
、
三
首
目
は
「
む
つ
た
ま
あ

へ
る
」
が
万
葉
語
で
あ
る
が

８
、
一
首
目
に
に
つ
い
て
は
「
篠
」
の
同
音

反
復
（
結
局
こ
こ
ま
で
が
序
詞
と
な
る
）、
三
首
目
に
つ
い
て
は
、
国
名
と

い
う
歌
枕
の
同
音
反
復
と
、
手
法
の
上
で
も
極
め
て
古
典
的
で
あ
る
。
二

首
目
も
含
め
て
『
万
葉
集
』
と
万
葉
語
の
摂
取
も
、
古
典
和
歌
の
範
囲
で

の
そ
れ
と
大
き
な
違
い
は
な
い
。
近
代
的
に
咀
嚼
さ
れ
た
「
万
葉
」
と
は

言
え
ま
い
。

　

無
論
、
端
的
な
形
で
区
分
け
は
で
き
な
い
が
、
明
治
三
十
一
年
『
歌
詠
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み
に
与
ふ
る
書
』
を
機
に
子
規
の
歌
の
世
界
は
古
典
和
歌
か
ら
近
代
短

歌
へ
と
移
っ
て
行
く
。
言
い
旧
さ
れ
な
が
ら
も
妥
当
性
を
失
わ
な
い
「
自

我
」
が
文
学
の
近
代
を
導
く
指
標
と
な
る
こ
と
は
子
規
の
場
合
も
変
わ
ら

な
い
。「
自
我
」
の
発
露
と
近
代
の
恋
愛
は
深
い
関
連
を
持
つ
は
ず
だ
が
、

子
規
の
恋
歌
の
場
合
、
そ
の
よ
う
に
は
展
開
し
な
い
。
初
期
の
和
歌
に
そ

う
し
た
萌
芽
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
、
子

規
の
恋
歌
の
世
界
は
古
典
和
歌
の
世
界
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

原
体
験
の
欠
如
が
、
恋
歌
世
界
の
変
革
を
拒
ん
だ
と
い
う
の
は
か
な
り
に

単
純
す
ぎ
る
理
由
付
け
で
は
あ
る
が
、
終
ぞ
子
規
の
恋
歌
は
題
詠
的
な
世

界
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

「
近
代
」
は
、
す
べ
て
に
等
し
く
到
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

注
１ 

正
岡
子
規
に
よ
る
本
文
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
講
談
社
版
『
子
規
全
集
』
に
よ
る
。

２ 

例
え
ば
品
田
悦
一
『
万
葉
集
の
発
明　

国
民
国
家
と
文
化
装
置
と
し
て
の
古
典
』（
新

曜
社　

二
〇
〇
一
年
）
に
お
け
る
議
論
な
ど
。　

３ 

こ
の
こ
と
は
季
語
を
考
え
る
上
で
も
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
大
き
な
問
題
で
あ

り
軽
々
に
議
論
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

４ 『
竹
乃
里
歌
』
の
本
文
は
岩
波
書
店
版
『
竹
乃
里
歌　

正
岡
子
規
全
歌
集
』（
一
九
五
六

年
）
に
よ
り
、
適
宜
自
筆
本
の
複
製
（
講
談
社　

一
九
七
六
年
）
を
参
照
す
る
。

５ 

古
典
和
歌
の
本
文
は
、
八
代
集
に
つ
い
て
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
該
書
に

よ
り
、
他
は
『
新
編　

国
歌
大
観
』
に
よ
る
。『
百
人
一
首
』
に
つ
い
て
は
通
行
の
本

文
（
い
わ
ゆ
る
カ
ル
タ
本
文
）
に
よ
る
。

６ 『
子
規
全
集
』
別
巻
二
に
よ
る
。

７ 

岩
波
文
庫
版
（
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
る
。

８ 「
篠
の
群
」は
岩
波
版
で
は「
シ
ノ
の
ノ
」と
ル
ビ
を
読
む
が
自
筆
本
で
は「
シ
ノ
の
メ
」

と
読
め
る
と
思
わ
れ
る
。「
む
つ
た
ま
あ
へ
る
」
は
現
行
訓
で
は
「
に
ぎ
た
ま　

あ
へ

る
」。

　
　

付
記

　
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
総
合
文
化
研
究
所
主
催
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
子
規
と
漱
石
の
近
代
」
に
お
け
る
パ
ネ
ラ
ー
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
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ア
ト
ピ
ッ
ク
・
サ
イ
ト

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
、
桑
田
光
平
訳

『
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
　
中
国
旅
行
ノ
ー
ト
』

筑
摩
書
房  

二
〇
一
一
年
三
月

た
と
え
ば
パ
リ
の
公
共
交
通
機
関
利
用
者
が
日
常
的
に
耳
に
す
る
こ
と

と
な
る
語
の
ひ
と
つ
にincident technique

と
い
う
語
が
あ
る
。
技
術
的

な
ト
ラ
ブ
ル
と
で
も
い
う
べ
き
こ
の
語
は
、
そ
の
出
現
に
よ
っ
て
前
後
を

分
つ
よ
う
な
途
方
も
な
い
出
来
事
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
常
的
に
起

こ
り
う
る
と
と
も
に
、
短
時
間
で
修
復
可
能
な
出
来
事
の
響
き
を
そ
な
え

て
い
る
。
と
は
い
え
、習
慣
的
に
利
用
す
る
列
車
の
さ
さ
や
か
な
遅
延
が
、

単
に
こ
の
利
用
者
に
心
理
的
な
起
伏
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な
く
、
と
き

に
予
期
せ
ぬ
事
態
と
の
遭
遇
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
実
際
、
ピ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
ィ
ッ
ト
の
「
ス
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
・
ド
ア
」

（
一
九
九
八
年
）
と
題
さ
れ
た
映
画
は
地
下
鉄
に
乗
り
え
た
場
合
と
乗
り
え

な
か
っ
た
場
合
と
の
差
異
が
、
そ
の
後
の
人
生
の
展
開
に
ど
の
よ
う
に
波

及
し
う
る
か
と
い
う
主
題
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
偶
発
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
利
用
者
は
日
常

的
に
利
用
す
る
交
通
機
関
が
通
常
は
支
障
な
く
運
行
し
て
い
る
と
い
う

事
実
を
初
め
て
発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、『
超=

日
常
』
と

題
さ
れ
た
著
作
（
一
九
八
九
年
）
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
何
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
の
か
」（
初
出
は
一
九
七
三
年
）
で
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ペ
レ
ッ
ク
が

新
聞
は
「
何
も
か
も
を
語
る
、
日
常
を
の
ぞ
い
て
は
」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
日
常
は
我
々
の
言
説
か
ら
つ
ね
に
脱
落
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
常

を
、
あ
ま
り
に
当
然
の
ご
と
く
反
復
さ
れ
、
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
超=

日
常
を
問
い
直
し
、
記
述
す
る
こ
と
。

ペ
レ
ッ
ク
自
身
に
よ
る
数
多
く
の
こ
の
試
み
が
い
く
つ
も
の
美
し
い
テ

ク
ス
ト
を
産
出
し
た
こ
と
周
知
の
こ
と
だ
し
、『
家
出
の
道
筋
』（
酒
詰
治

男
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
一
年
）
で
、
そ
の
一
部
を
日
本
語
で
読
む
こ
と
も

で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
偶
発
事
（incident

）
と
い
う
語
の
語
源
的
な
意
味
に

遡
行
し
、
そ
こ
に
記
述
行
為
の
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
見
出
し
た
作
家
が
ロ

ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
他
な
ら
な
い
。
バ
ル
ト
は
、こ
の
語
を
ご
く
端
的
に
「
そ

れ
は
、
日
々
が
織
り
な
す
織
物
に
つ
け
ら
れ
た
、
微
か
で
す
ぐ
に
消
え
去

っ
て
し
ま
う
あ
の
折
り
目
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
書
き
留
め
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
、
記
述
の
ゼ
ロ
度
と
で
も
い
え
る
も
の
、
何
か
を
書
く
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
生
と
い
う
織

物
に
降
り
か
か
る
一
枚
の
葉
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
偶
発
的
出
来
事
を

記
述
す
る
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
が
や
が
て
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
ぬ
も
の
へ
の
引
金
と
な
る
潜
在
性
を
そ
な
え
な
が
ら
も
、
そ
の
何
か

が
事
前
に
構
想
さ
れ
る
手
前
で
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
そ
の
構
想
不
可
能

性
と
い
う
条
件
の
も
と
に
記
述
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
バ
ル
ト
の
記
述
活
動

を
駆
動
さ
せ
る
倫
理
が
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の

偶
発
事
へ
の
記
述
的
対
応
が
い
わ
ゆ
る
断
章
と
い
う
形
式
に
他
な
ら
な

い
。バ

ル
ト
の
こ
の
偶
発
事
へ
の
視
線
に
注
目
し
た
美
し
い
書
物
、『
ロ
ラ

ン
・
バ
ル
ト
、
偶
発
事
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
水
声
社
、
二
〇
一
一
年
）
の
著

者
、
桑
田
光
平
氏
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
『
中
国
旅
行
ノ
ー
ト
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
一
九
七
四
年
四
月
十
一
日
か
ら
五
月
四

日
ま
で
の
お
よ
そ
三
週
間
に
わ
た
る
中
国
旅
行
の
さ
な
か
に
日
々
書
き
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留
め
ら
れ
た
記
述
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
何

を
記
述
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
偶
発
事
に
バ
ル
ト

は
遭
遇
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
遭
遇
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、「
驚
き
、
偶
発
事
、
俳
句
の
可
能
性
を
妨
害
し
、

禁
止
し
、
検
閲
し
、
無
効
に
す
る
旅
行
社
の
役
員
」
の
存
在
に
よ
っ
て
こ

の
旅
行
が
終
始
一
貫
し
て
枠
取
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
こ
の
問
い

の
手
前
で
、
こ
の
中
国
旅
行
を
取
り
巻
く
文
脈
に
若
干
触
れ
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。

一
九
七
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
マ
リ
ア=

ア
ン
ト
ニ
エ
ッ
タ
・
マ
ッ
チ
オ

ッ
キ
の
著
書
、『
中
国
に
つ
い
て
』
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
か
ら
の

非
難
へ
の
反
撃
と
し
て
、
二
回
に
わ
た
る
中
国
特
集
号
を
刊
行
し
た
『
テ

ル
・
ケ
ル
』
誌
の
グ
ル
ー
プ
に
中
国
旅
行
へ
の
公
式
の
招
聘
要
請
が
届
い

た
こ
と
に
今
回
の
中
国
旅
行
は
端
を
発
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ

ル
ス
を
中
心
と
す
る
こ
の
季
刊
雑
誌
が
毛
沢
東
主
義
の
中
国
へ
の
関
心

を
増
大
さ
せ
て
い
き
、
ま
た
、
あ
る
種
の
幻
滅
に
至
る
過
程
に
関
し
て
は
、

二
十
二
年
間
に
わ
た
り
刊
行
さ
れ
た
こ
の
雑
誌
の
詳
細
な
歴
史
を
再
構

成
し
た
、
阿
部
静
子
氏
の
『「
テ
ル
・
ケ
ル
」
は
何
を
し
た
か
』（
慶
応
義

塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
ソ
レ
ル
ス
、
ジ
ュ

リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、
マ
ル
ス
ラ
ン
・
プ
レ
ネ
と
い
っ
た
『
テ
ル
・
ケ

ル
』
誌
の
主
要
参
加
者
、
お
よ
び
、
そ
の
版
元
に
勤
務
す
る
哲
学
者
の
フ

ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ァ
ー
ル
と
と
も
に
、
バ
ル
ト
は
こ
の
中
国
旅
行
に
参
加
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
文
化
大

革
命
下
の
中
国
に
お
い
て
、
受
け
入
れ
窓
口
の
旅
行
社
が
体
現
す
る
言
語

体
制
と
同
等
の
言
語
体
制
を
バ
ル
ト
が
ソ
レ
ル
ス
に
見
出
し
、
こ
の
体
制

に
疲
弊
す
る
徴
候
が
、
こ
の
膨
大
な
記
述
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
痕
跡
と
し

て
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
毎
日
、
克
明
に
中
国
で
の
見
聞
を
記
述
し
つ
つ

─
実
際
、

ノ
ー
ト
は
三
冊
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る

─
、
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
記
述
の

端
緒
か
ら
こ
の
ノ
ー
ト
は
自
ら
の
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
挫
折
」
の
証
明

以
外
に
し
か
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
バ
ル
ト
は
予
測
し
て
い
る

し
、
ま
た
滞
在
一
週
間
後
の
時
点
で
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
開
花
」
が
到

来
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ご
く
端
的
に
「
偶
発

事
、
折
り
目
、
突
飛
な
も
の
」
が
稀
薄
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
偶
発
事
の
欠
如

─
そ
れ
は
反
復
さ
れ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
ブ
ロ

ッ
ク
の
増
殖
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
が

─
は
バ
ル
ト
の
書

く
身
体
に
、
た
え
ざ
る
偏
頭
痛
、
疲
労
、
不
眠
と
い
っ
た
変
調
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
挫
折
を
宿
命
付
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
開

始
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
記
述
に
、
た
て
ば
、『
偶
発
事
』（
一
九
八
二
年
）
に

収
録
さ
れ
た
モ
ロ
ッ
コ
旅
行
の
際
に
記
述
さ
れ
た
断
章
に
対
応
す
る
よ

う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
本
訳
書

に
収
録
さ
れ
た
小
林
康
夫
氏
の
「
そ
の
と
き
、（
彼
自
身
に
よ
る
）
バ
ル
ト

は
? 

」
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
バ
ル
ト
自
身
こ
そ
が
、
こ
の
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
が
支
配
す
る
空
間
に
お
い
て
「
偶
発
事
、
折
り
目
、
俳
句
」
と
し

て
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
バ
ル
ト
自
身
の
身
体
に
日
々
生

じ
た
変
調
こ
そ
が
、
中
国
旅
行
が
可
能
に
し
た
偶
発
事
で
あ
っ
た
と
さ
え

い
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
こ
の
ノ
ー
ト
が
、
取
材
対
象
の
行
使
す
る
言
語

的
ブ
ロ
ッ
ク
を
忠
実
に
記
述
し
な
が
ら
も
、
同
分
量
と
は
い
わ
な
い
ま
で

も
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
天
気
、
食
事
、
健
康
状
態
、
な
ど
自
ら
の
身
体
を

直
接
的
に
取
り
巻
き
、
そ
れ
ら
に
作
用
力
を
行
使
す
る
対
象
の
記
述
に
割

か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
中
国
と
い
う
対
象
に
対
し
て
、
内
部
か
ら
の
視
線
の
獲

得
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
ま
た
西
欧
か
ら
の
視
点
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
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「
や
ぶ
に
ら
み
の
視
線
」
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
欲

望
の
充
足
を
求
め
る
か
の
よ
う
に
執
拗
に
現
地
で
の
ス
ー
ツ
購
入
を
試

み
る
の
も
、
ま
た
、
き
わ
め
て
快
適
な
採
寸
を
受
け
た
こ
と
も
、
旅
行
期

間
中
に
こ
の
ス
ー
ツ
を
自
ら
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

「
こ
の
旅
行
の
最
終
目
標
」
で
あ
る
と
さ
え
書
か
れ
た
こ
の
ス
ー
ツ
こ
そ

が
、こ
の
「
や
ぶ
に
ら
み
の
視
線
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
今
回
の
旅
行
が
政
治
的
な
も
の
だ
と
い
う
意
識
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い

も
の
に
す
る
た
め
」
の
ス
ー
ツ
、
そ
れ
は
自
ら
の
身
体
と
い
う
場
に
作
用

す
る
、
中
国
の
も
の
で
も
、
西
欧
の
も
の
で
も
な
い
ア
・
ト
ピ
ッ
ク
な
襞

=

折
り
目
に
他
な
ら
な
い
。
　
(

松
浦
寿
夫)
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ジ
リ
ア
ン
・
ビ
ア
著
　
鈴
木
聡
訳

『
未
知
へ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
―ダ

ー
ウ
ィ
ン
以
後
の
文
化
と
科
学
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
　
二
〇
〇
九
年
十
一
月

　
本
書
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
ジ
リ
ア
ン
・
ビ
ア
（G

illian B
eer

）
に

に
よ
るO

pen Fields: Science in C
ultural Encounters ( O

xford: O
xford 

U
.P., 1996)

の
、
本
学
教
授
鈴
木
聡
氏
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。
ビ
ア
の
著
書

は
世
界
的
に
も
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
研
究
者
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
日

本
で
は
一
九
九
八
年
に
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
衝
撃

―
文
学
に
お
け
る
進
化
論
』

（
原
題D

arw
in's Plots: Evolutionary N

arrative in D
arw

in, G
eorge Eliot and 

N
ineteenth C

entury Fiction

）
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
し
、
科
学
的
言
説
と
し

て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
た
え
ず
注
目
さ
れ
て
も
い
る
。
日
本
で
も
ジ
リ
ア
ン・

ビ
ア
の
名
前
は
す
で
に
そ
れ
な
り
の
知
名
度
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
九
四
年
に
は
日
本
で
も
丹
治
愛
氏
に
よ
る
『
神
を
殺
し
た
男

―
ダ

ー
ウ
ィ
ン
と
世
紀
末
』
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
本
翻
訳
が
当
初
予
定
さ
れ
た

通
り
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
出
版
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
よ
り
タ
イ
ム
リ

ー
な
話
題
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
と
、
い
く
ぶ
ん
残
念
な

感
じ
が
し
な
く
も
な
い
。

　
と
い
う
の
も
、
九
〇
年
代
後
半
は
一
般
お
よ
び
出
版
両
面
に
お
け
る
経
済

面
そ
の
他
で
の
受
難
の
時
代
と
い
っ
て
も
よ
く
、
と
く
に
学
術
的
な
図
書
の

出
版
の
可
能
性
が
危
ぶ
れ
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
続
い
た
出

版
と
研
究
の
動
向
が
お
そ
ら
く
は
様
々
な
要
因
か
ら
あ
る
種
の
断
絶
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
文
芸
創
作
に
つ
い
て
も
お
そ
ら
く

同
様
の
こ
と
が
い
え
、
確
か
柄
谷
行
人
氏
だ
っ
た
か
が
あ
る
文
学
賞
の
選
評

で
、
二
〇
年
間
な
に
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
作
品
が
書
か
れ
始
め
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
感
想
を
漏
ら
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
か
つ
て

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
盟
友
で
あ
り
、『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
の
著
者
、

日
本
の
数
少
な
い
脱
構
築
批
評
の
実
践
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
柄
谷
氏
が
そ

の
よ
う
に
述
べ
た
と
す
れ
ば
、
旧
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
的
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

的
な
文
学
の
制
度
が
回
帰
し
、
他
の
傾
向
を
圧
し
た
と
い
う
よ
う
に
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
書
を
読
む
際
に
、
日
本
語
で
の
出
版
を
遅
ら
せ
た
原
因
と
も
な
っ
た
で

あ
ろ
う
、
そ
う
し
た
回
帰
へ
の
願
望
を
念
頭
に
置
い
て
み
る
と
い
い
か
も
知

れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
科
学
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と

い
う
言
葉
が
含
意
す
る
の
は
主
と
し
て
進
歩
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の

共
犯
関
係
で
あ
り
、
科
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
一
般
が
、
通
常
の
科
学
信
仰
や
、

現
在
で
は
古
風
と
も
い
え
る
進
歩
主
義
の
絶
対
化
を
暗
黙
の
了
解
と
し
て
い

る
共
同
体
や
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
共
鳴
し
、
起
源
や
体
制
へ
の
回
帰
願

望
を
喚
起
し
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
い
え
ば
、
丹
治
氏
が
上
記
の
著
書
で
ダ
ー
ウ
ィ

ン
を
「
神
を
殺
し
た
男
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
も
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
真
実
性
を
否
定
し
、
あ
ら
た
な
歴
史
的
真
実
を
示
す
実
在
論
的
な

知
の
一
形
態
と
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
。
一
般
に
は
現
在
で
も
そ
の
状
況
は
変
わ

ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、

文
化
理
論
な
ど
一
般
が
、
対
抗
文
化
あ
る
い
は
対
抗
的
言
説
の
集
合
体
と

し
て
、
進
歩
主
義
や
科
学
的
厳
密
性
、
よ
り
高
い
真
実
性
を
含
意
し
、
し

ば
し
ば
よ
り
古
典
的
な
学
問
的
厳
密
さ
を
標
榜
し
う
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

ビ
ア
が
本
書
第
二
章
で
論
じ
て
い
る
ト
マ
ス・ハ
ー
デ
ィ
の
古
典
『
帰
郷
』（
原
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題The Return of the N
ative

）
に
お
け
る
優
越
し
た
共
同
体
と
し
て
の
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
同
様
、
科
学
的
理
論
や
新
し
い
理
論
は
真
実
性
に
お
い
て
他
に
勝
り
、

何
ら
か
の
回
帰
を
肯
定
す
る
磁
場
と
し
て
も
し
ば
し
ば
機
能
し
う
る
そ
の
こ

と
に
対
す
る
注
意
喚
起
と
も
受
け
取
れ
る
警
告
が
本
書
に
は
満
ち
満
ち
て
い

る
。

　
た
と
え
ば
本
書
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
非
西
欧
人
に
た
い

す
る
矛
盾
し
た
態
度
や
身
体
的
反
応
な
ど
が
書
簡
な
ど
の
引
用
と
と
も
に

詳
細
に
検
証
・
議
論
さ
れ
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
文

学
研
究
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点

か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
そ
の
人
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
著
作
が
再
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
に

際
し
て
ビ
ア
が
、
本
書
で
は
「
土
着
民
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る“native”

と

い
う
名
詞
を
、
西
欧
対
非
西
欧
と
い
う
常
識
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
定
義
不
可
能
な
言
葉
と
し
て
異
化
し
、
あ
ら
た
な
観
点

か
ら
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
何
を
指
し
示
し
て

い
る
の
か
が
明
瞭
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
く
れ
て
い
る
こ

と
も
本
書
の
美
点
だ
ろ
う
。
ビ
ア
の
代
表
的
な
著
作
と
さ
れ
るD

arw
in's 

Plots

も
、
同
様
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
著
作
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
特
質
に
着
目

し
、
真
実
性
と
い
う
根
源
を
見
い
だ
し
そ
こ
に
回
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

言
説
の
集
合
体
と
し
て
、『
種
の
起
源
』
な
ど
を
十
九
世
紀
の
ハ
ー
デ
ィ
や
デ

ィ
ケ
ン
ズ
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
な
ど
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
並
列
し
て
そ
の
特
質
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
。

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
芸
術
に
お
け
る
諸
言
説
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
認
知
し
な
が
ら
も
、
ビ
ア
は
本
書
で
も
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
著
作
が
同
時
代
的
な
他
の
テ
ク
ス
ト
の
起
源
と
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え

る
視
点
を
自
然
化
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
た
と
え
ば
「
波
動
理
論
と
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
学
の
勃
興
」
と
題
さ
れ
た
第
十
三
章
に
お
い
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム

や
心
理
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
同
一
性
や
真
実
性
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
ど

こ
ろ
か
、
上
記
「
土
着
民
」
と
同
様
に
、
同
一
性
を
持
た
な
い
「
逆
説
」
と

し
て
記
述
す
る
。

　
文
学
作
品
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
逆
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
。「
リ
ア
ル—

イ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
は
、
み
ず
か
ら
が
近
似
値
で
あ
り
、
補
助
で
あ
る
こ
と

を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
他
者
」
を
模
倣
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
に
張
り
合
お
う
と
す
る
試
み
な
の
だ(

439)

。

　
ビ
ア
が
根
源
的
で
あ
り
常
識
的
で
も
あ
る
課
題
に
取
り
組
み
、
か
つ
正
確

な
観
察
を
述
べ
て
い
る
個
所
は
他
に
も
多
く
み
ら
れ
、
保
守
・
革
新
と
い
っ

た
通
常
の
二
項
対
立
的
な
読
解
の
立
場
を
意
識
し
つ
つ
乗
り
越
え
て
ゆ
く
意

思
と
技
量
を
感
じ
さ
せ
る
。「
人
間
」
と
他
者
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
主

体
と
他
者
、形
態
の
同
一
性
と
他
の
形
態
と
の
関
係
な
ど
が
、観
察
者
の
「
類

比
（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
）」
に
発
す
る
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
述
べ
て
い
た
こ
と
を
ビ

ア
が
指
摘
し
て
い
る
箇
所
（
192-

193
）
な
ど
は
、
通
常
の
進
歩
主
義
的
な
科

学
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
が
共
犯
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
証
だ
て
る
と
同
時
に
、
本
書
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
や
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
と
総
称
さ
れ
る
諸
言
説
を
特
権
化
す
る
立
場
に
立
脚
し

て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
原
著
タ
イ
ト
ル
の

O
pen Fields

と
は
、
そ
の
よ
う
に
範
疇
化
さ
れ
決
定
さ
れ
た
同
一
性
と
、
そ

れ
に
と
っ
て
の
未
知
の
他
者
と
が
出
会
う
場
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
範
疇
化

を
免
れ
た
諸
言
説
が
あ
ら
た
め
て
出
会
う
可
能
性
を
秘
め
た
場
を
指
し
示

し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
重
要
な
論
点
（
た
と
え

ば
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
取
り
上
げ
た
両
性
具
有
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
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て
の
議
論
）
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
科
学
と
非
科
学
、
既
知
と
未
知
と
の
区

分
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
越
境
的
・
侵
犯
的
研
究
の
豊
か

な
可
能
性
を
呼
び
込
み
う
る
こ
と
を
本
書
は
あ
ら
た
め
て
教
え
て
く
れ
る
。

　
新
し
い
学
の
形
態
が
旧
来
の
科
学
主
義
や
実
在
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
た
結
果
生
ま
れ
た
学
問
の
諸
範
疇
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
そ
の
人
を
一
例
と
す

る
知
的
な
主
体
性
の
絶
対
性
を
肯
定
し
な
い
こ
と
な
ど
は
指
摘
す
る
ま
で
も

な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
学
の
新
し
さ
が
古
典
的
テ
ク
ス
ト
や
理
論
を
再

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
そ
う
な

時
な
ど
に
、
是
非
本
書
が
紐
解
か
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
大
部
か
つ
難
解
な
原
著
を
、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
を
始
め
と
し
た
多

数
の
御
翻
訳
を
出
版
さ
れ
て
い
る
鈴
木
聡
氏
に
よ
る
達
意
の
訳
文
に
よ
っ
て

読
め
る
こ
と
は
、
読
者
に
と
っ
て
大
き
な
幸
運
で
あ
る
と
付
け
加
え
て
お
く

べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

（
加
藤
雄
二
）
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山
口
裕
之
編
訳

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』

河
出
書
房
新
社  

二
〇
一
一
年

　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
恐
ら
く
日
本
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
、

読
ま
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
著
述
家
の
一
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
批
評

家
」
あ
る
い
は
「
思
想
家
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
し
や
す
い
言
葉
で

は
な
く
、「
著
述
家
」
と
い
う
い
さ
さ
か
歯
切
れ
の
悪
い
肩
書
を
彼
に
与

え
た
の
は
他
で
も
な
い
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ほ
ど
そ
の
全
体
像
を
つ
か
み
難

い
作
家
も
少
な
い
か
ら
だ
。
ゲ
ー
テ
の
『
親
和
力
』
や
ド
イ
ツ
バ
ロ
ッ

ク
演
劇
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
論
じ
た
文
芸
批
評
家
で
あ
り
、
現
代
の
翻

訳
論
や
メ
デ
ィ
ア
論
の
中
で
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
思

想
家
で
も
あ
る
。
ま
た
、
優
れ
た
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
、『
ベ
ル
リ

ン
の
幼
年
時
代
』
の
よ
う
な
独
特
の
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
も
残
し
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
論
文
や
エ
ッ
セ
イ
の
ど
れ
も
が
、
単
一
の
ジ
ャ
ン

ル
に
は
還
元
で
き
な
い
複
雑
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
『
親
和
力
』
論
は
ゲ
ー
テ
の
一
作
品
を
論
じ
た
二
次
文
献
な

の
か
、
そ
れ
と
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
思
想
を
展
開
し
た
一
次
テ
ク
ス

ト
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
、
学
生
時
代
に
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』

を
読
ん
で
以
来
、
そ
の
謎
め
い
た
文
体
も
相
ま
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
に
「
と
っ
つ
き
に
く
い
」
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
お
り
、
実

は
今
で
も
こ
の
印
象
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
本
書
は
、
論
文
及
び
エ
ッ
セ
イ
形
式
で
書
か
れ
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

比
較
的
短
く
、
か
つ
重
要
な
テ
ク
ス
ト
を
集
め
、
か
く
も
複
雑
な
こ
の

作
家
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
選
ば
れ
た
テ
ク

ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
対
象
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
配
列
も

執
筆
年
代
順
に
な
っ
て
い
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
本
書
に
は
「
特
別
な

構
成
は
な
い
」
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
訳
者
自
身
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
い
く
つ
か
の
共
通

す
る
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
い
わ
く
、「
言
語
」
と
「
メ
デ

ィ
ア
」、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
の
時
間
・
歴
史
概
念
を
背
景
と
す
る
「
救

済
の
概
念
」
で
あ
る
。
訳
者
は
、「
こ
れ
ら
の
主
題
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思

考
の
な
か
で
特
別
な
軸
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
ア
ン
ソ

ロ
ジ
ー
に
そ
れ
ら
の
軸
が
表
れ
る
の
は
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
」

と
述
べ
、
本
書
の
「
内
的
構
成
」
が
各
テ
ク
ス
ト
の
集
合
か
ら
自
然
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
じ
を
読
者
に
抱
か
せ
る
。
し
か

し
、
実
際
に
は
、
こ
の
「
内
的
構
成
」
は
訳
者
の
周
到
な
テ
ク
ス
ト
編

集
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、「
救
済
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
裏
付
け
と
す
る
特
異
な
言
語
観

を
展
開
し
た
初
期
の
エ
ッ
セ
イ「
言
語
一
般
に
つ
い
て
」を
冒
頭
に
置
き
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
早
く
も
そ
の
端
緒
が
示
さ
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
独
自
の

神
学
的
思
考
の
終
着
点
と
も
い
え
る
最
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
「
歴
史
の
概

念
に
つ
い
て
」
を
巻
末
に
配
す
る
こ
と
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
の
基

軸
（
そ
れ
は
同
時
に
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
テ
ク
ス
ト
配
列
を
支
え
る
縦
軸
で
も
あ

る
が
）
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
両
テ
ク
ス
ト
に
挟
む
形
で
、
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
た
テ
ー
マ
を
扱
い
つ
つ
も
、そ
の
奥
底
に
あ
の
神
学
的
「
救
済
」

の
モ
チ
ー
フ
が
い
わ
ば
通
奏
低
音
の
よ
う
に
鳴
り
響
く
八
篇
の
テ
ク
ス

ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
抜
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
構
成

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
を
あ
る
問
題
系
に
沿
っ
て
だ
ん
だ
ん
と
ず
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ら
し
な
が
ら
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
特
有
の
思
考
の
形

が
、
彼
の
全
著
作
活
動
の
根
底
に
も
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
過
程
を
本
全
体
を
通

じ
て
体
感
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
点
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
に
初

め
て
触
れ
る
読
者
で
も
「
手
に
取
り
や
す
い
」
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
む

と
い
う
訳
者
の
意
図
が
十
分
に
反
映
さ
れ
た
好
著
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
新
訳
の
意
義
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
言
う

ま
で
も
な
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
代
表
作
に
は
す
で
に
複
数
の
日
本
語
訳
が

存
在
す
る
。
本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
は
（
先
行
す
る
翻
訳
と
の
違
い
を
打
ち
出

す
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
へ
の
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
）、
い

く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
者
に
親

し
ま
れ
て
き
た
定
訳
と
は
異
な
る
訳
語
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
最
た
る

例
と
し
て
、複
製
技
術
論
の
中
核
を
な
すA

ura
な
る
概
念
に
定
訳
の
「
ア

ウ
ラ
」
で
は
な
く
「
オ
ー
ラ
」
と
い
う
、
あ
る
程
度
は
日
常
的
に
用
い

ら
れ
る
（
そ
し
て
現
代
の
日
本
語
で
は
い
さ
さ
か
皮
相
な
使
わ
れ
方
を
し
て

い
る
感
が
な
く
も
な
い
）
語
を
当
て
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
コ
ア
な
読
者
か
ら
か
な
り
異
議
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
用
い
て
い
る

A
ura

と
い
う
語
は
、
訳
者
も
解
説
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的

に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
特

に
（
日
本
語
の
「
ア
ウ
ラ
」
な
る
訳
語
が
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
）
神
秘
的
か

つ
謎
め
い
た
色
合
い
を
も
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
テ
ク
ス
ト
の
内
実
に
よ
り
沿
っ
た
新
し
い
訳
語
を
採
用
す
る
こ
と

で
、
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
訳
テ
ク
ス
ト
に
と
も
す
れ
ば
見
ら

れ
が
ち
で
あ
っ
た
、
い
た
ず
ら
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
神
秘
化
す
る
傾
向
を

是
正
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
生
時
代
の
読
書
体
験
か

ら
軽
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
レ
ル
ギ
ー
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
私
も
、
新

し
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
を
提
示
す
る
本
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
触
発
さ
れ
、
改

め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
ま
た
手
に
取
っ
て
み
よ
う
か
と
い
う
気
に
さ
せ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
。

（
西
岡
あ
か
ね
）
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ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
著
、
柳
原
孝
敦
、
松
本
健
二
訳

『
野
生
の
探
偵
た
ち
』（
上
）（
下
）

白
水
社  

二
〇
一
〇
年
四
月

本
書
はR

oberto B
olaño, Los detectives salvajes( B

arcelona, 1998)

の

全
訳
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
一
九
九
八
年
、
ス
ペ
イ
ン
最
大
手
の
出
版
社

の
一
つ
で
あ
る
ア
ナ
グ
ラ
マ
社
が
主
催
す
る
エ
ラ
ル
デ
賞
を
、
一
九
九
九

年
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
賞
の
中
で
も
最
も
栄
誉
あ
る
ロ
ム
ロ
・
ガ

ジ
ェ
ゴ
ス
賞
を
受
賞
し
た
。
ま
た
、
英
訳
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
に

は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
、
ロ
サ
ン
ジ

ェ
ル
ス
・
タ
イ
ム
ズ
そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
推
薦
書
十
冊
に
選
ば
れ
た
。

作
者
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
（
一
九
五
三
─
二
〇
〇
三
）
に
対
す

る
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
の
人
気
は
非
常
に
高
い
。
人
気
が
高
い
と
い
う
こ
と

は
、
新
刊
が
書
店
の
み
な
ら
ず
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
地
下
鉄
駅
前

の
露
天
や
キ
オ
ス
ク
に
も
並
ぶ
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
二
千
万
人
が

ひ
し
め
く
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
の
雑
踏
の
中
に
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
本
が
並

ん
で
い
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
、
バ
ル
ガ

ス
・
リ
ョ
サ
な
ど
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
存
命
の
老
舗
作
家
た
ち
が
並
ぶ

こ
と
は
予
想
が
つ
く
の
だ
が
、
新
し
い
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
は
な
か
な

か
難
し
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
人
気
を
獲
得
す
る
作
家
が
新
た
に
現
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
で
は
久
方
ぶ
り
の
事
件
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。

売
り
文
句
に
は
事
欠
か
な
い
本
作
品
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
、
出
版
さ

れ
た
こ
と
も
ま
た
、
一
つ
の
事
件
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
魅
力
を

手
短
に
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
原
著
で
六
百
ペ
ー
ジ
、
邦
訳
で
八
百

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
本
作
品
は
、
あ
ま
り
に
も
長
く
、
説
明
す
る
た
め
に
は
物

語
が
あ
ち
こ
ち
に
飛
ん
で
い
き
、
要
約
す
る
の
を
拒
ん
で
い
る
か
の
よ
う

だ
。
お
そ
ら
く
、
作
者
の
目
論
見
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
ひ

と
ま
ず
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
読
ん
だ
気
に
な
っ
て
も
ら
う
の
も
、
本
稿

の
目
論
見
の
一
つ
だ
。

本
作
品
は
三
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
あ
ら
す
じ
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
第
一
部
と
第
三
部
の
展
開
が
そ
の

糸
を
紡
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
箇
所
は
、
一
九
七
五
年

十
二
月
か
ら
一
九
七
六
年
二
月
の
間
、
主
に
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
で
、
主

人
公
の
文
学
青
年
、
ガ
ル
シ
ア
・
マ
デ
ー
ロ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
記
と

い
う
体
裁
を
取
る
。
文
学
部
志
望
だ
っ
た
が
法
学
部
へ
と
進
学
さ
せ
ら
れ

た
、
ガ
ル
シ
ア
・
マ
デ
ー
ロ
は
、
大
学
の
詩
作
ゼ
ミ
に
こ
っ
そ
り
出
席
す

る
。
そ
こ
で
彼
は
「
は
ら
わ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
自
称
す
る
前
衛
詩
運
動

に
参
加
し
、
大
学
そ
っ
ち
の
け
で
文
学
青
年
た
ち
の
集
う
街
の
カ
フ
ェ
に

入
り
浸
り
、
若
い
女
性
た
ち
と
セ
ッ
ク
ス
に
明
け
暮
れ
る
。
ボ
ヘ
ミ
ア
ン

風
の
生
活
に
な
じ
ん
だ
あ
る
日
、
娼
婦
の
ル
ペ
が
、
恋
人
の
ヒ
モ
男
に
追

わ
れ
、
友
人
の
金
持
ち
の
家
へ
と
逃
げ
込
む
。
詩
人
仲
間
の
た
ま
り
場
に

な
っ
て
い
た
そ
の
家
は
、
ヒ
モ
男
の
ヤ
ク
ザ
仲
間
に
囲
ま
れ
、
身
動
き
が

取
れ
な
く
な
る
。
家
主
で
ル
ペ
の
愛
人
で
も
あ
る
建
築
家
の
ホ
ア
キ
ン
・

フ
ォ
ン
ト
か
ら
愛
車
の
イ
ン
パ
ラ
を
託
さ
れ
、
マ
デ
ー
ロ
と
ル
ペ
、
は
ら

わ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
ベ
ラ
ー
ノ
と

ウ
リ
セ
ス
・
リ
マ
の
四
人
は
、
メ
キ
シ
コ
北
部
の
ソ
ノ
ラ
砂
漠
へ
と
車
を

飛
ば
す
。
こ
の
逃
避
行
に
は
別
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
と
は
、「
は

ら
わ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
標
榜
し
、
忽
然
と
姿
を
消
し
た
一
九
二
〇
年
代
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の
前
衛
女
性
詩
人
、
セ
サ
レ
ア
・
テ
ィ
ナ
ヘ
ー
ロ
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
だ

っ
た
。
四
人
は
、
ソ
ノ
ラ
砂
漠
の
あ
る
村
で
、
老
い
込
み
、
普
通
の
メ
キ

シ
コ
人
女
性
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
詩
人
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
に

ポ
ン
引
き
男
の
一
団
が
現
わ
れ
、四
人
は
命
を
狙
わ
れ
る
。
銃
撃
戦
の
末
、

ポ
ン
引
き
男
と
女
性
詩
人
が
倒
れ
、
四
人
は
逃
げ
お
お
せ
る
。
ベ
ラ
ー
ノ

と
リ
マ
は
そ
の
罪
を
背
負
い
、
メ
キ
シ
コ
の
砂
漠
に
消
え
る
。
こ
こ
ま
で

把
握
し
て
い
れ
ば
、
大
方
読
了
し
た
ふ
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

詩
人
が
砂
漠
に
消
え
る
と
は
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
を
連
想
さ
せ

る
し
、
二
人
の
男
が
消
え
て
い
く
な
ん
て
『
イ
ー
ジ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
』
を

匂
わ
せ
る
よ
う
だ
。
も
し
か
す
る
と
こ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
語
圏
ア
メ
リ
カ
版

の
…
…
な
ど
と
思
っ
て
い
る
と
、
作
品
の
中
で
二
つ
と
も
言
及
さ
れ
て
い

る
。
ラ
ン
ボ
ー
か
ら
『
イ
ー
ジ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー
』
に
至
る
ま
で
、
時
代
や

場
所
を
問
わ
な
い
表
象
作
品
へ
の
カ
ル
ト
的
な
偏
愛
か
ら
な
さ
れ
る
そ

れ
ら
の
引
用
と
そ
の
脱
臼
が
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
だ
。
訳

者
あ
と
が
き
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品

に
散
り
ば
め
ら
れ
た
間
テ
ク
ス
ト
的
要
素
が
持
つ
喚
起
力
は
、
読
者
が
持

っ
て
い
る
情
報
量
に
比
例
し
て
強
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
読
者
の
力
量

が
試
さ
れ
る
。

間
に
挟
ま
れ
た
第
二
部
で
は
、
砂
漠
に
消
え
た
二
人
の
自
称
詩
人
、
ア

ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
ベ
ラ
ー
ノ
と
ウ
リ
セ
ス
・
リ
マ
に
関
す
る
五
十
三
名
の
証

言
が
並
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
六
年
に
取
ら
れ

た
と
さ
れ
、
舞
台
は
一
九
二
〇
年
代
の
メ
キ
シ
コ
、
ま
た
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
の
メ
キ
シ
コ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
等
の
新
旧
両
大
陸
に
わ
た

り
、
そ
れ
ら
の
挿
話
は
多
彩
を
極
め
る
。

舞
台
は
か
つ
て
作
者
の
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
が
放
浪
し
た
場
所
だ
ろ
う
し
、
登

場
人
物
の
多
く
は
、
彼
が
か
つ
て
見
知
っ
た
人
々
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
の
端
々
に
、
イ
ス
パ
ノ
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た

歴
史
的
な
事
件
が
う
か
が
い
し
れ
る
。
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
周
り
に
も
そ
れ
ら

に
関
係
を
持
っ
た
人
物
た
ち
が
い
た
に
違
い
な
い
。
本
作
品
は
、
間
テ
ク

ス
ト
的
な
要
素
と
同
じ
く
ら
い
、
自
伝
的
な
挿
話
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
長

大
な
個
人
的
記
憶
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
も
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
本
作
品
は
た
だ
の
自
伝
で
は
な
い
。
書
く
と
い
う
行
為
、
あ

る
い
は
文
学
と
い
う
営
み
へ
の
強
烈
な
意
識
が
、
作
品
の
至
る
と
こ
ろ
に

読
み
取
れ
る
た
め
だ
。
何
よ
り
も
、
五
十
三
名
の
人
物
た
ち
の
声
を
作
り

上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
声
に
応
じ
た
文
体
を
練
り
上
げ
る
行
為
で
あ

る
。
個
々
の
登
場
人
物
た
ち
の
語
り
口
は
い
ず
れ
も
ど
こ
か
滑
稽
で
、
強

烈
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
た
ち
の
多
く
は
、
文
学
に
た
ず

さ
わ
る
何
者
か
で
あ
る
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
詩
人
か
ら
創
作
へ
の
野
心
を
燃
や

す
詩
人
志
望
の
若
者
た
ち
、
昔
は
文
学
に
没
頭
し
て
い
た
古
本
屋
の
主
人

や
元
前
衛
詩
人
の
代
書
屋
と
い
っ
た
人
物
た
ち
が
、
二
人
の
詩
人
の
こ
と

は
さ
て
お
き
、
自
分
た
ち
の
人
生
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
語
り
だ
す
。
彼
ら

の
創
作
し
た
も
の
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
が
文
学
に
取
り
憑

か
れ
た
人
生
を
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
だ
け
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を

メ
タ
文
学
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
も
生
々
し
い
。
青
臭
い
と
も
い
え
る
だ

ろ
う
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
文
学
は
、
生
き
る
こ
と
へ
の
情
熱
を
意

味
し
て
い
る
。

登
場
人
物
の
設
定
だ
け
で
は
な
い
。
訳
者
あ
と
が
き
で
も
触
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
本
作
品
の
中
で
、
登
場
人
物
の
語
っ
て
い
る
事
柄
は
、
彼

ら
に
見
え
て
い
た
の
か
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
判
然
と
し
な
い
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
作
品
の
中
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
物

語
の
物
語
ら
し
さ
が
危
う
い
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
文
章

に
は
癖
が
あ
る
。「（
）」に
よ
る
表
現
を
多
用
す
る
の
だ
。
作
品
に
お
い
て
、
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「（
）」
は
、
一
度
言
っ
た
こ
と
に
対
す
る
注
釈
を
し
た
り
、
言
い
訳
を
し

た
り
、
文
脈
と
は
関
係
な
い
思
い
付
き
を
挿
入
し
た
り
す
る
た
め
に
使
わ

れ
る
。
何
か
を
言
明
す
る
こ
と
、
断
言
す
る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
な
言
語

の
戦
略
だ
。
そ
れ
は
、
意
味
が
あ
る
地
点
に
着
地
す
る
こ
と
を
拒
も
う
と

す
る
。「
見
え
た
」
と
「
見
え
な
い
」
の
間
を
揺
れ
動
く
、
不
安
定
な
ビ

ジ
ョ
ン
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
が
、
本
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
筆
者
が
興
味
を
抱
い
て
い
る
一
つ
の
テ
ー
マ

が
あ
る
。
一
九
七
三
年
九
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
、
チ
リ
に
お
け
る
ピ
ノ

チ
ェ
ト
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
関
係
で
あ
る
。
一
昔
前
は
「
も

う
一
つ
の
九
・
一
一
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
近
年
で
は
「
シ
ョ
ッ
ク
・
ド

ク
ト
リ
ン
」、
ま
た
は
新
自
由
主
義
的
経
済
改
革
の
起
源
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
の
事
件
は
、
チ
リ
人
の
若
者
で
あ
っ
た
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
と
か
か

わ
り
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
か
つ
て
こ
の

よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
若
き
日
の
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は
、
家
族
で
移
住
し

た
メ
キ
シ
コ
か
ら
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
下
の
社
会
主
義
革
命
に
沸
き
立
つ

チ
リ
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。
帰
国
し
た
そ
の
直
後
に
米
国
の
支
援
を
受

け
た
ピ
ノ
チ
ェ
ト
首
班
の
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ

は
、
大
方
の
若
者
と
同
じ
よ
う
に
不
穏
分
子
扱
い
を
さ
れ
強
制
収
容
所
に

収
監
さ
れ
た
。
暴
力
の
嵐
が
予
感
さ
れ
る
中
、
た
ま
た
ま
看
守
が
高
校
の

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
だ
っ
た
た
め
、
彼
は
収
容
所
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
、
難

を
逃
れ
た
の
だ
と
い
う
。
本
作
品
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
チ
リ
人
の

ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
ベ
ラ
ー
ノ
が
経
験
し
た
こ
と
と
全
く
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド

だ
。
し
か
し
近
年
で
は
、
こ
の
挿
話
は
作
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
だ
と
唱
え
る
者
も
い
る
。
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は

ク
ー
デ
タ
ー
の
際
、
チ
リ
国
外
に
お
り
、
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
一
連
の
惨
事

を
体
験
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
果
た
し
て
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
は

「
九
・
二
」
に
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
こ
の
こ
と
は
、
表
象
の
不
可
能
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
繋

が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
文
体
、
創
作
原
理
と
何
ら
か
の

関
係
が
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
で
は
な
い
。
現
実
と
記
憶
と
虚
構

の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
物
語
を
紡
ぐ
と
い
う
こ
と
が
、
本
作
品

を
貫
く
主
題
で
あ
る
。

本
作
品
は
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
代
表
作
で
も
あ
り
、
異
例
の
長
編
作
品
で
も

あ
る
。
ま
た
、
作
品
内
部
に
は
、
他
の
作
品
へ
と
昇
華
す
る
断
片
も
散
見

さ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
長
編
小
説
で
あ
り
、
遺
作
と
な
っ
た2666 ( 2004)

は
西
語
圏
英
語
圏
い
ず
れ
に
し
て
も
非
常
に
評
価
が
高
い
。
筆
者
が
読

ん
だ
限
り
で
はLiteratura nazi en A

m
érica 『

ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る

ナ
チ
ス
文
学
』( 1996)

、E
strella distante

『
は
る
か
な
る
星
』( 1996)

、

A
m

uleto

『
お
ま
も
り
』( 1999)

、N
octurno de C

hile

『
チ
リ
の
夜
想
曲
』

( 2000)

は
い
ず
れ
も
歴
史
的
に
も
テ
ー
マ
的
に
も
興
味
深
い
題
材
を
扱
っ

て
お
り
、
ボ
ラ
ー
ニ
ョ
の
書
き
手
と
し
て
の
異
彩
が
際
立
っ
て
い
る
。
今

後
の
紹
介
が
期
待
さ
れ
る
作
家
だ
。

（
高
際
裕
哉
）
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ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
プ
ラ
　
博
多
か
お
る
訳

『
地
球
の
か
た
ち
を
哲
学
す
る
』

西
村
書
店 

　
二
〇
一
〇
年

　
人
が
最
初
に
「
地
球
」
に
か
た
ち
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
も
っ

と
正
確
に
言
え
ば
、「
地
球
と
い
う
か
た
ち
」
を
認
識
す
る
の
は
、
お
そ

ら
く
世
界
地
図
に
お
い
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
後
、
地

球
儀
を
通
し
て
、「
地
球
」
が
文
字
通
り
球
体
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

地
図
が
先
か
地
球
儀
が
先
か
と
い
う
順
番
は
こ
の
際
ど
う
で
も
よ
い
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、平
面
と
球
体
と
い
う
次
元
の
異
な
る
「
地
球
」

の
か
た
ち
を
誰
も
が
幼
い
頃
か
ら
持
っ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
小
学

校
だ
か
中
学
校
の
教
科
書
に
は
こ
の
「
地
図
」
が
中
立
で
正
確
な
も
の
で

は
な
く
、「
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
」
と
か
「
ミ
ラ
ー
図
法
」
と
い
う
名
前
の

つ
い
た
、
あ
る
用
途
に
適
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
他
に
も
、

「
モ
ル
ワ
イ
デ
図
法
」
や
「
グ
ー
ド
図
法
」
な
ど
が
あ
り
、
地
球
は
科
学

の
時
代
に
あ
っ
て
も
複
数
の
「
か
た
ち
」
を
と
っ
て
い
る
。
メ
ル
カ
ト
ル

図
法
は
角
度
の
正
確
さ
を
特
徴
と
し
、
航
海
の
た
め
の
正
確
な
方
角
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
角
度
の
正
確
さ
を
遵
守
す
る
た
め
、
高

緯
度
に
な
る
ほ
ど
地
形
は
拡
大
さ
れ
、
原
理
的
に
極
地
は
無
限
大
と
な

る
。
つ
ま
り
、
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
で
は
地
球
は
描
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
弱
点
を
克
服
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
ミ
ラ
ー
図
法
の
よ
う
だ

が
、
こ
ん
ど
は
正
角
が
損
な
わ
れ
る
。
球
体
た
る
地
球
を
正
確
に
再
現
す

る
に
は
地
球
儀
が
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
が
示
す
よ
う

に
、
地
球
は
そ
れ
を
見
る
人
間
の
用
途
に
し
た
が
っ
て
「
歪
ん
だ
」
形
を

与
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
地
球
の
「
か
た
ち
」
か
ら

は
、
そ
の
「
か
た
ち
」
を
与
え
た
人
間
の
思
想
や
文
化
と
い
っ
た
も
の
が

見
え
て
く
る
の
で
あ
り
、地
球
の
「
か
た
ち
」
は
あ
る
意
味
で
人
間
の
「
か

た
ち
」
だ
と
も
言
え
る
の
だ
。

　
ギ
ヨ
ー
ム
・
デ
ュ
プ
ラ
の
『
地
球
の
か
た
ち
を
哲
学
す
る
』
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
タ
イ
ト
ル
は
地
球
と
い
う
語
の
複
数
形
を
考
慮
し
て
、『
さ
ま
ざ

ま
に
想
像
さ
れ
た
地
球
に
つ
い
て
の
本
』（Le Livre des Terres im

aginées

）

と
で
も
訳
せ
る
だ
ろ
う
か
。
タ
イ
ト
ル
通
り
、
こ
の
本
の
中
で
は
、
時
代

を
問
わ
ず
、さ
ま
ざ
ま
な
民
族
や
学
者
た
ち
が
唱
え
た
地
球
の
「
か
た
ち
」

が
─
そ
れ
ら
は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
だ
─
描

か
れ
て
い
る
。
平
た
い
円
形
だ
っ
た
り
、
横
に
長
い
長
方
形
だ
っ
た
り
、

三
角
形
だ
っ
た
り
、
八
角
形
だ
っ
た
り
…
…

　
ま
た
、
地
球
の
中
身
は
水
で
詰
ま
っ
て
い
た
り
、
磁
石
に
な
っ
て
い
た

り
、
巨
大
な
火
が
燃
え
盛
っ
て
い
た
り
…
…

　
そ
こ
に
は
、
地
球
に
「
か
た
ち
」
を
与
え
て
き
た
人
々
の
思
想
や
文
化

の
「
か
た
ち
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
か
た
ち
」
は
、

ま
ず
言
葉
を
通
し
て
、
物
語
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
例

を
見
て
み
よ
う
。
現
代
（
二
十
世
紀
）
ベ
ナ
ン
の
フ
ォ
ン
族
が
つ
く
り
だ

し
た
地
球
の
「
か
た
ち
」
で
あ
る
。

　

　
フ
ォ
ン
族
の
長
老
た
ち
に
よ
る
と
、
神
様
は
ま
ず
空
と
海
を
つ
く
り
、

そ
れ
か
ら
大
地
を
つ
く
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
地
に
は
山
や

木
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
重
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
神
様

は
、
ア
イ
ダ
・
ウ
ェ
ド
ゥ
と
い
う
、
と
っ
て
も
大
き
な
ヘ
ビ
に
「
力
を
か

し
て
く
れ
」と
、た
の
み
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、ヘ
ビ
は
と
ぐ
ろ
を
ま
い
て
、

背
中
の
上
に
大
地
を
の
せ
て
い
ま
す
。（
12
頁
）
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著
者
で
あ
る
デ
ュ
プ
ラ
の
素
敵
な
絵
が
─
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、

本
書
は
児
童
向
け
の
絵
本
で
あ
る
！
　
─
こ
の
物
語
に
視
覚
的
な
「
か

た
ち
」
を
与
え
て
い
る
。
ヘ
ビ
は
当
然
、
生
き
物
だ
か
ら
、
動
く
は
ず
だ

し
、
お
腹
も
す
く
だ
ろ
う
、
神
様
や
人
間
が
思
う
よ
う
に
は
じ
っ
と
し

て
い
て
く
れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
地
球
の
底
に
ヘ
ビ
と
い
う
か
た
ち
を
与

え
た
フ
ォ
ン
族
は
、
そ
こ
に
新
た
な
物
語
を
書
き
連
ね
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
ヘ
ビ
が
ど
こ
に
も
行
か
な
い
よ
う
に
赤
い
猿
た
ち
が
絶
え
ず
ヘ
ビ
に

鉄
の
棒
を
食
事
と
し
て
与
え
て
い
る
が
、
体
を
動
か
し
て
し
ま
え
ば
、
地

球
は
揺
れ
て
、
地
震
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

　
な
る
ほ
ど
ア
フ
リ
カ
の
民
族
ら
し
い
想
像
力
豊
か
な
微
笑
ま
し
い
「
か

た
ち
」
だ
ね
、
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
科
学
者
だ
っ
て
負
け
ず
お
と

ら
ず
の
面
白
い
「
か
た
ち
」
を
考
え
だ
し
て
い
る
。「
ハ
レ
ー
彗
星
」
の

発
見
者
エ
ド
モ
ン
ド
・
ハ
レ
ー
は
「
地
球
の
中
は
空
洞
で
、
そ
の
な
か
に

も
う
一
つ
の
球
が
入
っ
て
い
る
」（
54
頁
）
と
考
え
、フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
・

ゴ
ー
チ
エ
は
同
じ
く
地
球
の
中
身
は
空
洞
と
考
え
た
が
、
地
球
の
外
か
ら

の
力
と
中
か
ら
の
力
が
押
し
合
っ
て
凹
凸
を
か
た
ち
作
り
な
が
ら
も
な

ん
と
か
落
ち
着
い
た
と
考
え
た
。
ゴ
ー
チ
エ
に
よ
れ
ば
、
地
球
の
内
側
に

も
外
側
と
凹
凸
が
反
対
に
な
っ
た
世
界
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
人
間
は
住
む

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
け
本
に
な
っ
て
い
る
本
書
は
、
時
に
物

語
ら
れ
る
地
球
の
か
た
ち
を
隠
し
、
読
む
者
に
地
球
の
か
た
ち
を
想
像
さ

せ
る
結
構
に
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
は
「
現
在
の
地
球
」
と
し
て
「
現
在

の
」
科
学
が
導
き
だ
し
た
客
観
的
な
正
し
い
地
球
の
か
た
ち
が
提
示
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
読
者
は
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と

に
い
く
ら
か
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
と
同
様
、

か
た
ち
に
は
「
正
し
い
」
も
の
が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、誰
に
と
っ

て
そ
れ
は
「
正
し
い
」
の
だ
ろ
う
か
。
か
た
ち
は
用
途
に
よ
っ
て
、
目
的

に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
大
ヘ
ビ
に
支
え
ら
れ
た
地
球
は
、
ベ
ナ

ン
の
民
族
か
ら
す
れ
ば
「
正
し
い
」
か
た
ち
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し

た
こ
と
が
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
絵
本
が
教
え
て
く
れ
る
の

は
、
実
は
自
己
と
実
在
を
め
ぐ
る
、
ま
さ
に
「
哲
学
」
的
な
問
い
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
正
し
い
真
の
地
球
の
か
た
ち
と
い
う
実
在

が
あ
っ
て
、
自
己
は
そ
れ
に
可
能
な
限
り
接
近
す
る
た
め
に
言
葉
や
か
た

ち
と
い
う
媒
体
を
駆
使
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
（
＝
物
語
）
や
か
た
ち

は
そ
れ
自
体
、
あ
る
特
定
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
─
特
定
の
人
々
の

あ
い
だ
の
理
解
の
共
有
の
た
め
に
─
偶
然
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
唯
一
正
し
い
か
た
ち
と
い
う
の
は
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
普
段
は
意
識
す
る
こ
と
な
ど
な
い
が
、
地
球
が
は
っ
き
り
と
目
に
見
え

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
の
と
こ
ろ
、
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い

う
不
思
議
な
事
実
を
本
書
は
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。
考
え
て

み
れ
ば
、
地
球
と
い
う
の
は
と
て
も
不
思
議
な
も
の
だ
。
タ
イ
ト
ル
に
あ

る
「
地
球
」（Terre

）
と
い
う
語
は
「
大
地
」
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
「
大

地
」
は
、
私
た
ち
人
間
の
存
在
を
し
っ
か
り
と
支
え
て
く
れ
、
安
心
さ
せ

て
く
れ
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
足
場
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
足
場

は
あ
ま
り
に
大
き
い
た
め
に
感
官
の
レ
ベ
ル
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
人
は
生
活
や
慣
習
に
合
っ
た
自
ら
の
足
場
を
確
か
な

も
の
に
し
よ
う
と
、
そ
の
か
た
ち
を
構
想
し
て
き
の
だ
と
い
え
る
。

  
本
書
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
国
際
児
童
図
書
賞
を
受
賞
し
た
児
童
向
け
の
絵
本

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
大
人
で
も
楽
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
読
し

て
、
子
供
に
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
大
人
の
方
が
感
じ
て
し
ま
う
ほ

ど
豊
か
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
訳
者
は
児
童
書
で
あ
る
こ
と
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を
十
分
に
意
識
し
て
、
丁
寧
な
訳
文
を
心
が
け
て
お
り
、
内
容
の
難
し
さ

が
、
子
供
に
と
っ
て
案
外
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
難
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
は
、
実
は
大

人
が
勝
手
に
心
配
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
子
供
に
と
っ
て
は
し
ば
し
ば
問

題
に
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
暮
ら
し
て

い
る
地
球
の
、
直
接
的
に
は
永
遠
に
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
そ

の
「
か
た
ち
」
に
子
供
が
興
味
を
持
た
な
い
わ
け
は
な
く
、
本
書
で
提
示

さ
れ
る
様
々
な
地
球
の
「
か
た
ち
」
と
物
語
は
、
人
間
と
文
化
は
決
し
て

普
遍
的
で
単
一
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
か
た
ち
」
を
持
っ
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
子
供
に
教
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
子
供
に
自
分
に

と
っ
て
の
地
球
の
「
か
た
ち
」
を
思
い
描
く
こ
と
を
許
す
だ
ろ
う
。
そ
の

際
、
プ
ラ
ト
ン
や
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
や
ガ
リ
レ
イ
や
陳
子
と
い
っ
た
固
有

名
は
、
あ
の
フ
ォ
ン
族
の
大
ヘ
ビ
、
ア
イ
ダ
・
ウ
ェ
ド
ゥ
と
同
じ
く
ら
い
、

た
い
し
た
意
味
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

（
桑
田
光
平
）
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村
尾
誠
一
著

『
藤
原
定
家
』
笠
間
書
院
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
撰
011

笠
間
書
院
　
二
〇
一
一
年
三
月

　
村
尾
誠
一
先
生
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
講
義
を
聴
講
し
た
留
学
生
の
一

人
か
ら
こ
う
い
う
話
を
伺
っ
た
。「
村
尾
先
生
に
よ
る
和
歌
の
解
読
を
聞

く
こ
と
は
本
当
に
楽
し
い
こ
と
で
す
。
精
神
的
な
欲
求
が
満
た
さ
れ
て
と

っ
て
も
癒
さ
れ
ま
す
」
と
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
私
に
も
同
様
な
体

験
が
あ
っ
た
。
か
れ
こ
れ
十
数
年
も
前
の
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
私
が
受

講
し
た
先
生
の
中
世
日
本
文
学
に
関
す
る
一
連
の
授
業
は
、
今
で
も
鮮
明

に
深
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
。『
新
古
今
』は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
徒

然
草
』『
方
丈
記
』
と
、
韻
文
散
文
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
面
白
く
深
み
の

あ
る
解
読
は
、
そ
の
後
教
師
と
な
っ
て
日
本
文
学
を
教
え
る
立
場
と
な
っ

た
私
の
講
義
に
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
例
え
文
化
・
文
学
的
に
影
響
と
被
影
響
の
関
係
を
確
認
で
き
、

日
本
古
典
文
学
と
の
共
通
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
持
つ
、
同
じ
東
ア
ジ
ア

漢
字
文
化
圏
に
生
き
る
中
国
人
に
と
っ
て
も
、
日
本
文
学
を
学
ぶ
際
に

も
っ
と
も
難
解
と
感
じ
る
の
は
和
歌
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
も
特

に
近
づ
き
難
い
の
は
、
藤
原
定
家
が
撰
者
の
一
人
と
し
て
編
纂
し
た
、
い

わ
ゆ
る
八
代
集
の
最
後
を
飾
る
『
新
古
今
和
歌
集
』
で
あ
ろ
う
。
素
朴
な

『
万
葉
集
』
と
、
そ
れ
か
ら
漢
詩
漢
文
を
宮
廷
文
学
と
し
た
国
風
暗
黒
時

代
を
経
て
成
立
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
に
比
べ
、
そ
の
三
百
年
後
に
編
纂

さ
れ
た
『
新
古
今
』
か
ら
は
、
言
語
と
し
て
そ
の
高
度
な
成
熟
度
に
よ
っ

て
作
り
上
げ
ら
れ
た
耽
美
的
な
文
学
的
空
間
を
薄
々
と
感
じ
取
る
こ
と

は
で
き
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
象
徴
的
で
繊
細
な
感
性
と
そ
の
華
や
か

な
技
巧
と
に
惑
わ
さ
れ
、
歌
の
意こ

こ
ろ

を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
や
は
り
困
難

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
が
も
っ
と
も
独
特
な
文
学
世
界
を
作
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
。

こ
の『
新
古
今
和
歌
集
』の
、い
わ
ゆ
る
新
古
今
調
を
作
り
上
げ
た
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
藤
原
定
家
の
父
、
歌
学
者
か
つ
歌
人
と
し
て
当
代
の
歌

の
世
界
の
大
家
で
あ
っ
た
藤
原
俊
成
で
あ
る
。
そ
し
て
、
父
俊
成
に
よ
っ

て
提
起
さ
れ
た
「
幽
玄
」
と
「
有
心
」
を
継
承
し
な
が
ら
、
体
言
止
め
な

ど
の
巧
妙
な
技
法
を
駆
使
し
、「
余
情
」
を
響
か
せ
る
妖
艶
で
哀
愁
感
の

漂
う
歌
体
を
築
き
上
げ
た
の
が
、
藤
原
定
家
で
あ
る
。
そ
の
詠
嘆
的
な
調

べ
は
、
鎌
倉
武
士
政
権
の
確
立
に
よ
る
王
朝
貴
族
社
会
の
凋
落
の
挽
歌
と

し
て
中
世
の
夕
暮
れ
の
空
に
響
き
渡
る
。
従
っ
て
、
定
家
の
歌
を
読
み
解

く
こ
と
が
新
古
今
調
を
把
握
す
る
た
め
に
必
須
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い

な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
新
古
今
調
は
、
あ
た
か
も
爛
熟
し
た
晩
唐
の
、
李
商
隠
、

温
庭
筠
に
よ
る
妖
艶
か
つ
耽
美
で
朦
朧
と
し
た
詩
風
を
彷
彿
と
さ
せ
る

と
こ
ろ
も
確
か
に
存
在
す
る
の
だ
が
、
と
こ
ろ
で
、
い
ざ
正
確
に
読
み
解

こ
う
と
す
る
と
、
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
長
ら
く
和
歌
文
学
の
伝
統
に
沈

潜
し
、『
新
古
今
』
に
至
る
ま
で
の
和
歌
文
学
の
知
識
を
丹
念
に
習
得
し

な
け
れ
ば
、
い
き
な
り
の
解
読
は
と
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
日
本
古
典
文

学
を
研
究
す
る
外
国
人
の
研
究
者
に
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
村
尾
誠
一
先
生
が
お
書
き
に
な
ら
れ
た
『
藤
原
定
家
』
は
、
こ

の
近
寄
り
難
い
定
家
と
い
う
常
識
を
く
つ
が
え
す
。
定
家
の
歌
五
十
首
を

取
り
あ
げ
、
一
首
に
付
き
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
を
当
て
、
右
か
ら
「
作
品

本
文
」「
出
典
」「
現
代
語
訳
」「
観
賞
」
と
続
き
、
さ
ら
に
「
脚
注
」
が
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付
く
。
ま
た
、著
書
の
終
わ
り
に
は
定
家
の
「
略
歴
」「
略
年
譜
」
に
続
き
、

著
者
の
村
尾
先
生
に
よ
る
「
解
説
・
藤
原
定
家
の
文
学
」「
読
書
案
内
」、

さ
ら
に
唐
木
順
三
に
よ
る
「
古
京
は
す
で
に
あ
れ
て
新
都
は
い
ま
だ
な
ら

ず
」
と
い
う
定
家
論
の
エ
ッ
セ
イ
も
収
め
る
。
凝
っ
た
工
夫
の
丁
寧
な
定

家
鑑
賞
の
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。

本
著
の
「
解
説
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
定
家
の
歌
は
、
当

時
で
も
「
新し

ん

ぎ

ひ

き

ょ

儀
非
拠
達だ

る

ま

う

た

磨
歌
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
伝
統
か
ら

逸
脱
し
た
難
解
さ
の
た
め
に
非
難
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
さ
す
が
に
長
年

中
世
文
学
、
特
に
定
家
研
究
に
力
を
込
め
て
研
究
成
果
を
築
き
上
げ
ら
れ

て
き
た
著
者
な
ら
で
は
の
仕
事
だ
。
現
代
語
訳
も
そ
う
だ
が
、
解
読
観
賞

文
の
わ
か
り
易
さ
か
ら
み
れ
ば
、
著
者
の
長
期
に
渡
る
現
場
教
育
で
の
ご

経
験
も
活
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
初
心
者
に
と
っ
て
非
常
に

有
り
が
た
い
平
易
な
内
容
に
止
ま
ら
ず
、
よ
り
深
く
読
む
た
め
の
作
歌
の

背
景
説
明
と
先
行
研
究
へ
の
指
示
も
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
て
い
る
。
実

に
見
事
と
い
う
の
が
、
こ
の
本
を
拝
読
し
た
あ
と
の
私
の
率
直
な
感
想
で

あ
る
。

例
と
し
て
定
家
の
名
歌
、『
新
古
今
和
歌
集
』に
載
る
、か
の「
三
夕
の
歌
」

と
し
て
知
ら
れ
る
「
見
渡
せ
ば
花
も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋

の
夕
暮
」
に
つ
い
て
の
評
釈
の
一
部
を
挙
げ
よ
う
。
出
典
は
『
新
古
今
和

歌
集
』
で
、『
源
氏
物
語
』
の
明
石
巻
と
の
関
連
な
ど
を
確
認
し
た
う
え

で
、「
こ
の
歌
の
場
合
、
さ
ら
に
中
世
的
な
美
意
識
を
代
表
す
る
歌
と
し

て
も
捉
え
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
華
麗
な
物
を
一
切
そ
ぎ
落
と
し

た
世
界
の
美
し
さ
で
あ
り
、
侘わ

び

茶ち
ゃ

な
ど
に
も
つ
な
が
る
世
界
と
さ
れ
る
。

茶
道
の
古
典
で
あ
る
『
南な

ん
ぽ
う
ろ
く

方
録
』
に
も
、
こ
の
歌
は
茶
の
湯
の
美
意
識
を

代
表
す
る
も
の
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
」
と
一
般
論
を
紹
介
し
な
が
ら
、

こ
の
歌
の
世
界
は
「
全
く
最
初
か
ら
何
も
華
や
か
な
物
の
な
い
風
景
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、
一
度
読
ま
れ
た
花
や
紅
葉
の
華
麗
な
印
象
は
打
ち
消

さ
れ
な
が
ら
も
残
る
と
い
う
、
残
像
効
果
を
前
提
と
し
た
美
の
複
雑
な
あ

り
方
を
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
」
と
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
読
者
を

深
読
み
へ
と
み
ち
び
く
。
そ
し
て
、「
そ
れ
を
い
ち
早
く
表
現
し
得
た
作

品
が
こ
れ
で
あ
り
、
若
い
天
才
の
手
柄
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
」
と
定

家
を
高
く
評
価
す
る
。
確
か
に
、
こ
の
歌
を
作
っ
た
当
時
の
定
家
の
若
干

二
十
五
歳
と
い
う
若
さ
を
考
え
れ
ば
、
凄
い
天
才
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

い
。ま

た
、
例
え
ば
「
夕
暮
は
い
づ
れ
の
雲
の
な
ご
り
と
て
花
橘
に
風
の
ふ

く
ら
ん
」
と
『
新
古
今
』「
夏
歌
」
に
載
る
定
家
の
こ
の
一
首
に
つ
い
て
、

橘
の
香
は
昔
の
人
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
『
古
今
集
』
以
来
の
恋
歌
の
伝
統

で
あ
る
と
説
明
し
、
夕
べ
の
雲
は
漢
籍
で
あ
る
『
文も

ん
ぜ
ん選

』
の
「
高こ

う
と
う
の
ふ

唐
賦
」

に
出
て
く
る
、
雲
に
化
身
し
巫ふ

ざ

ん山
で
王
と
一
夜
を
共
に
し
た
美
女
の
イ

メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
と
解
説
。
さ
ら
に
、「
雲
の
な
ご
り
」
と
い
う
歌
語

に
焦
点
を
当
て
、「
故
人
の
な
ご
り
と
し
て
の
、
火
葬
の
煙
の
果
て
を
想

像
す
る
」
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
巻
」
の
「
見
し
人
の
煙
を
雲
と

な
が
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
」
を
、
殆
ど
そ
の
本
歌
と
見

な
し
脚
注
に
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
の
上
に
、
本
歌
取
り
な
ど
の
技

法
を
駆
使
し
た
定
家
の
創
作
方
法
論
に
つ
い
て
、「
古
歌
を
自
分
の
作
品

に
引
用
し
、
そ
の
引
用
さ
れ
た
作
品
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
自
ら
の
作

品
世
界
を
展
開
さ
せ
て
行
く
」（「
解
説
」）
と
い
う
定
家
の
「
古
典
主
義
」

を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

定
家
の
「
古
典
主
義
」
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
本
著
は
「
解
説
」
に

お
い
て
、
中
世
に
お
い
て
和
歌
に
迫
ら
れ
た
改
革
と
い
う
問
題
に
関
し
て

和
歌
史
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
万
葉
集
に
さ
か
の
ぼ
る
蓄
積
と
、
あ

ま
り
に
も
多
く
の
作
品
が
読
ま
れ
て
き
た
た
め
に
定
型
が
す
で
に
出
来
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上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
和
歌
が
新
た
な
秀
歌
を
生
む
環
境
的
な
難
し

さ
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
環
境
に
置
か
れ
た
当
時
の
歌
人
の
困
惑
と
、

幕
府
の
政
治
的
な
優
位
の
確
立
と
と
も
に
不
安
定
へ
と
余
儀
な
く
さ
れ

た
貴
族
生
活
の
中
で
、
定
家
は
再
出
発
を
図
る
た
め
に
「
寛
平
以
往
」
の

六
歌
仙
時
代
の
「
破
格
な
面
」「
野
性
味
」
に
新
生
の
力
を
求
め
た
と
解

説
さ
れ
て
い
る
。
著
書
の
最
後
に
付
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
唐
木
順

三
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
定
家
の
歌
風
の
確
立
は
さ
ら
に
「
現
実
生
活

と
の
断
絶
の
上
に
始
め
て
成
立
す
る
」
と
い
う
論
が
紹
介
さ
れ
る
。

私
と
し
て
は
、
本
著
を
拝
読
し
、
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
、
や
は
り
定
家

の
決
め
手
と
言
え
る
本
歌
取
り
と
い
う
技
法
で
あ
る
。
本
歌
取
り
の
試
行

は
、
確
か
に
古
今
集
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
漢
詩
の
「
典
故
」
技
法
と

異
曲
同
工
の
趣
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
技
法
は
、
古
き
と
新
し

き
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い
に
よ
り
、
限
ら
れ
た
短
い
詩
歌
の
世
界

を
膨
ら
ま
せ
、
よ
り
内
容
の
豊
か
な
感
情
の
表
出
に
貢
献
し
た
の
み
な
ら

ず
、
失
わ
れ
た
古
き
良
き
昔
へ
と
戻
る
「
懐
古
」
の
装
置
で
も
あ
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
王
朝
貴
族
社
会
へ
の
望
郷
の
念
を
読
む
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
黄
少
光
）
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柴
田
勝
二
著

『
村
上
春
樹
と
夏
目
漱
石
―二

人
の
国
民
作
家
が
描
い
た

＞

日
本

＜

』

祥
伝
社
新
書  

二
〇
一
一
年
七
月

　

日
本
で
生
ま
れ
育
ち
、一
定
の
教
育
を
受
け
た
者
の
中
で
「
夏
目
漱
石
」

の
名
を
知
ら
な
い
も
の
は
お
そ
ら
く
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本

国
内
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
化
に
興
味
が
あ
る
世
界
中
の
人
の
中
で
「
村

上
春
樹
」
と
い
う
名
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
も
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ

う
。「
夏
目
漱
石
」
と
「
村
上
春
樹
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
彩
っ
た
二
人

の
名
前
は
、
近
現
代
日
本
文
学
史
を
彩
っ
た
数
多
く
の
作
家
の
中
で
、
近

代
の
始
ま
り
と
戦
後
と
い
う
二
つ
の
区
切
り
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

を
代
表
す
る
作
家
を
一
人
ず
つ
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
と
き
最
初
に
思

い
浮
か
ん
で
く
る
二
人
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ

の
背
景
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
生
き
て
い
た
日
本
と
い
う〉

現
在〈

を
、

当
然
終
結
し
た
形
で
は
な
く
現
在
進
行
形
と
し
て
そ
の
時
代
の
中
で
捉

え
よ
う
と
試
み
て
い
た
、
と
い
う
共
通
点
が
存
在
す
る
と
い
う
着
想
が
本

書
の
基
調
を
成
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
着
想
は
、
著
者
の
講
演
な
ど
で
そ
の
肉
声
を
通
し
て
聞
く

機
会
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
著
者
を
知
る
人
に
は
親
し
み
の
あ
る
内
容
で

あ
る
が
、
著
者
本
人
が
あ
と
が
き
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
と
春
樹

を
一
冊
に
纏
め
上
げ
て
論
じ
た
著
書
は
意
外
に
も
本
書
が
初
め
て
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
執
筆
の
方
向
が
著
者
の
か
つ
て
漱
石
や
春
樹
を
取
り

上
げ
て
書
い
た
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
の
に
ま
ず
注
目
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　

私
が
著
者
の
本
に
接
し
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
く
、『
漱
石
の

な
か
の〉

帝
国〈

』（
翰
林
書
房
）
や
『
中
上
健
次
と
村
上
春
樹
』（
東
京

外
国
語
大
学
出
版
会
）
な
ど
で
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、

ま
ず
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
数
行
読
ん
で
い
く
う
ち
、
本
書
の
あ
ま
り
に
も
易

し
く
書
か
れ
た
文
体
を
目
に
し
、
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
今
ま

で
の
著
者
の
ほ
か
の
著
書
は
徹
底
し
た
研
究
書
籍
で
あ
り
、
そ
の
読
者
層

が
ほ
ぼ
日
本
文
学
研
究
者
や
近
代
文
学
に
深
い
知
識
を
持
つ
も
の
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
漱
石
や
春
樹
が
、

小
説
と
い
う
一
般
に
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
や
す
い
形
を
通
し
て
彼
ら
が

見
た
日
本
像
を
描
き
出
し
て
い
る
如
く
、
新
書
の
性
格
を
最
大
限
に
活
用

さ
せ
て
漱
石
や
春
樹
の
文
学
観
を
説
明
し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。
パ
ソ
コ
ン
や
ケ
ー
タ
イ
文
学
の
発
達
で
本
を
あ
ま
り
読
ま
な
く
な
っ

た
現
代
の
読
者
に
お
い
て
、
漱
石
や
春
樹
は
そ
の
名
前
こ
そ
知
ら
な
い
人

は
い
な
い
に
し
て
も
、
実
際
の
作
品
に
お
い
て
は
ど
れ
ほ
ど
幅
広
く
読
ま

れ
て
い
る
か
、
ま
た
作
品
に
内
在
さ
れ
て
い
る
真
意
は
伝
わ
っ
て
い
る
か

疑
わ
し
い
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
漱
石
と
春
樹
の
文
学
観
に

結
び
つ
く
作
品
を
取
り
上
げ
る
際
に
お
い
て
、
核
心
を
き
ち
ん
と
押
さ
え

な
が
ら
も
決
し
て
延
々
と
伸
ば
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
方
法
で
読
者
に
漱

石
や
春
樹
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
そ
し
て
読

者
が
つ
か
み
始
め
た
物
語
の
全
体
像
を
基
に
、
そ
の
世
界
の
根
底
を
貫
い

て
い
る
二
作
家
の
世
界
観
を
説
明
し
、
た
と
え
実
際
漱
石
や
春
樹
の
作
品

を
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
が
、
二
人
の
世
界
に
つ
い
て
興
味
を
持
つ
読
者
が

本
書
を
手
に
と
っ
て
読
ん
だ
と
き
に
も
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
細

心
の
配
慮
が
配
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
般
に
読
ま
れ
や
す
い
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
必
ず
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し
も〉

一
般
論〈

的
観
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
著
者
が
明
か
し
て
い
る
如
く
、
漱
石
文
学
に
つ
い
て
は
「
近
代

的
自
我
」
の
探
求
と
い
う
主
体
性
を
重
視
す
る
論
調
が
普
通
で
あ
り
、
春

樹
の
世
界
観
は
社
会
に
背
を
向
け
た
個
人
の
姿
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
は
そ
う
い
っ
た
作
法
が
使
わ
れ
て

い
る
の
は
「
日
本
」
の
姿
を
「
描
く
た
め
の
方
法
的
な
主
題
性
で
あ
」
る

と
は
っ
き
り
方
向
性
を
示
し
、
そ
の
示
さ
れ
た
方
向
か
ら
足
を
踏
み
外
す

こ
と
な
く
二
人
の
国
民
作
家
の
世
界
観
を
解
説
し
て
い
る
。

　

本
書
の
企
図
が
既
存
の
著
書
の
「
エ
ッ
セ
ン
ス
的
な
部
分
の
抽
出
」
と

「
両
者
を
結
ぶ
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
」
る
と
い
う
著
者
の
話
通
り
、

漱
石
や
春
樹
に
対
す
る
全
体
的
な
論
説
は
『
漱
石
の
な
か
の〉

帝
国〈
』

や
『
中
上
健
次
と
村
上
春
樹
』
で
の
そ
れ
か
ら
大
き
く
変
わ
る
も
の
は
な

い
。
し
か
し
、
本
書
の
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
春
樹
の
最
新
刊
で
あ
る

『
１
Ｑ
８
４
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

漱
石
や
春
樹
の
描
い
た
「
日
本
」
を
把
握
し
て
い
く
過
程
で
、
ま
だ
発

売
さ
れ
て
間
も
な
い
『
１
Ｑ
８
４
』
を
あ
え
て
取
り
上
げ
た
理
由
は
何
だ

ろ
う
か
。
新
書
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
上
、
春
樹
の
最
新
刊
に
対
す
る
一
般
読

者
の
興
味
へ
の
配
慮
と
も
読
み
取
れ
る
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

『
１
Ｑ
８
４
』
を
執
筆
す
る
際
に
当
た
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ

る
父
の
死
、
そ
し
て
そ
れ
を
反
映
し
て
か
そ
の
描
か
れ
た
世
界
か
ら
「
時

代
や
歴
史
に
関
す
る
批
評
性
」
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
、
春

樹
の
「
国
民
作
家
」
か
ら
の
離
脱
を
懸
念
す
る
著
者
の
気
持
ち
か
ら
『
１

Q
８
４
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

面
白
い
の
は
、
こ
の
『
１
Q
８
４
』
を
語
る
と
い
う
試
み
が
、
著
者
が

指
摘
し
て
い
る
漱
石
や
春
樹
の〉

自
分
が
所
属
し
た
時
代
の
流
れ
を
捉
え

る
作
家〈

と
し
て
の
特
徴
と
類
似
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面

だ
。
村
上
春
樹
と
そ
の
小
説
世
界
と
い
う
も
の
は
、
今
進
行
中
で
あ
る
ひ

と
つ
の〉

時
代〈

に
例
え
ら
れ
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
本
書
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
『
１
Ｑ
８
４
』
自
体
が
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
３
で
話
の
結
末
が
つ

い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
側
面
が
あ
る
も
の
の
、
一
月
―
三
月
が
不
在

し
て
い
る
ま
ま
で
あ
る
こ
と
や
未
解
決
な
謎
が
相
変
わ
ら
ず
存
在
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、〉

未
完
結〈

な
、〉

現
在
進
行
形〈

の
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
著
者
が
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
い
は
ず

は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
進
行
中
で
あ

る
春
樹
の
『
１
Ｑ
８
４
』
と
い
う〉

時
代〈

を
あ
え
て
取
り
上
げ
、
そ
こ

で
覗
か
せ
て
い
る
変
質
の
可
能
性
を
、
漱
石
が
日
露
戦
争
以
降
目
ま
ぐ
る

し
く
変
わ
っ
て
い
く
「
日
本
」
と
い
う
近
代
国
家
に
向
け
た
眼
差
し
の
如

く
、
ま
た
春
樹
が
六
十
―
七
十
年
代
と
い
う
激
変
の
時
代
を
そ
の
時
代
の

中
で
眺
め
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
側
面
こ
そ
、
著
者
の
既
存
の
著
書
と
は
異
な
る
本
書
の

持
つ
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
価
値
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　

 （
朴
翰
彬
）
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プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
・
ユ
ン
著
、
宇
戸
清
治
訳

『
パ
ン
ダ
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
一
年
四
月

近
く
て
近
か
っ
た
タ
イ

　

多
く
の
日
本
人
が
、
日
本
と
タ
イ
と
の
関
わ
り
が
こ
れ
ほ
ど
深
い
と
知

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
今
回
の
タ
イ
の
洪
水
ゆ
え
で

あ
る
（
ち
な
み
に
隣
接
す
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
も
甚
大
な
洪
水
被
害
が
出
た
）。
日

本
人
が
日
常
生
活
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
業
製
品
や

食
品
が
日
本
の
市
場
に
出
回
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
日
本
全
国

で
報
道
さ
れ
た
。
最
近
の
統
計
に
よ
る
と
、
観
光
に
タ
イ
を
訪
れ
る
日
本

人
は
年
間
百
万
人
、
タ
イ
に
住
む
日
本
人
は
五
万
人
近
く
、
タ
イ
に
進
出

し
て
い
る
日
系
企
業
は
千
三
百
社
を
超
え
て
い
る
。
も
う
そ
ろ
そ
ろ
こ
の

あ
た
り
で
、
私
た
ち
「
知
識
人
」
は
、
あ
る
い
は
「
研
究
者
」
は
、
あ
る

い
は
「
文
学
者
」
は
、
タ
イ
の
最
新
の
文
学
作
品
に
つ
い
て
目
を
向
け
て

も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
多
く
の
「
知
識
人
」
は
、
山
の
よ
う
に
あ
る
タ
イ

文
学
の
作
品
の
ど
れ
が
最
も
適
当
な
の
か
わ
か
ら
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
イ

ン
ド
系
文
字
の
タ
イ
語
は
読
め
な
い
（
つ
い
で
な
が
ら
タ
イ
文
字
は
カ
ン
ボ

ジ
ア
文
字
を
も
と
に
し
て
作
っ
た
も
の
だ
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
字
と
は
似
て
非

な
る
も
の
で
、
筆
者
は
読
み
書
き
も
で
き
な
い
）。

　

と
な
れ
ば
、
こ
こ
は
も
う
日
本
に
お
け
る
タ
イ
文
学
研
究
の
第
一
人
者

で
あ
る
本
学
の
宇
戸
清
治
氏
に
お
す
が
り
す
る
し
か
な
い
。
タ
イ
ム
リ
ー

な
こ
と
に
、
宇
戸
氏
お
勧
め
の
本
は
、
本
学
の
出
版
会
か
ら
「
ア
ジ
ア
文

学
の
新
た
な
息
吹
を
伝
え
る
新
シ
リ
ー
ズ
〈
物
語
の
島 

ア
ジ
ア
〉
第
一

弾
！　

」
と
題
し
て
出
さ
れ
た
『
パ
ン
ダ
』
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
翻
訳
家
列
伝
一
〇
一
』（
小
谷
野
敦
編
著
、
二
〇
〇
九
年
）

と
い
う
本
が
あ
る
。
著
者
に
よ
る
序
文
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
近
代
日
本

の
翻
訳
家
列
伝
」
で
あ
り
、「
良
い
翻
訳
家
、
な
い
し
は
世
間
的
に
知
ら

れ
た
翻
訳
家
」
を
一
〇
一
人
集
め
た
も
の
だ
と
い
う
。
物
故
者
、
点
数
の

多
い
人
を
優
先
し
て
あ
り
、
外
大
関
係
者
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
（
当
然
、

本
学
学
長
も
顔
写
真
入
り
見
開
き
で
載
っ
て
お
り
、
扱
い
は
二
葉
亭
四
迷
と
同

じ
。「
な
か
な
か
の
『
政
治
家
』
ら
し
い
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
）。

　

内
容
は
「
１
明
治
・
大
正
期
の
翻
訳
家
」（
16
頁
）、「
２
フ
ラ
ン
ス
文

学
の
翻
訳
家
」（
36
頁
）、「
３
ロ
シ
ヤ
文
学
」（
30
頁
）、「
４
英
文
学
の
翻

訳
家
」（
54
頁
）、「
５
ド
イ
ツ
文
学
の
翻
訳
家
」（
20
頁
）、「
６
シ
ナ
文
学
」

（
18
頁
）、「
７
推
理
・
Ｓ
Ｆ
小
説
の
翻
訳
家
」（
30
頁
）、「
８
児
童
文
学
の

翻
訳
家
」（
28
頁
）、「
９
『
そ
の
他
の
言
語
』
の
翻
訳
家
」（
20
頁
）
と
な
っ

て
い
る
。

　

注
目
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
最
終
章
で
あ
る
。
概
説
に
よ
る
と
、
こ

こ
に
は
い
る
「
そ
の
他
の
言
語
」
と
い
う
の
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
（
本
書
で

は
イ
ス
パ
ニ
ア
語
）、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ラ
テ
ン
語
、
イ
タ
リ

ア
語
、ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
、ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、チ
ェ
コ
語
、

ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
、
ト
ル
コ
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
タ

イ
語
、
ビ
ル
マ
語
、
ベ
ト
ナ
ム
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
言
語
の
翻
訳
者
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
本
学
の
教
員
は
、
宇
戸

氏
た
だ
一
人
で
あ
る
。
著
者
は
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
の
翻
訳
作
品
は
「
売

れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
政
治
的
な
文

学
の
翻
訳
が
多
い
よ
う
だ
」
と
書
い
て
い
る
が
、残
念
な
が
ら
『
パ
ン
ダ
』
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に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
『
パ
ン
ダ
』

　

で
は
こ
こ
で
『
パ
ン
ダ
』
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。
と
い
っ
て
も
帯

を
見
て
も
ら
う
の
が
一
番
だ
。「
キ
ミ
の
生
ま
れ
星
は
ど
こ
？　

地
球
に

生
ま
れ
落
ち
た
の
は
間
違
い
だ
っ
た
。
あ
る
日
突
然
そ
う
悟
っ
た
主
人
公

が
、
み
ず
か
ら
の
故
郷
の
星
を
探
し
て
帰
還
を
め
ざ
す
。
タ
イ
の
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
文
学
の
旗
手
に
よ
る
、
現
代
社
会
へ
の
鋭
い
風
刺
の
精
神
と
、
人

間
へ
の
愛
と
寛
容
に
あ
ふ
れ
た
新
世
紀
の
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
す
で
に

多
数
の
書
評
や
紹
介
記
事
が
メ
デ
ィ
ア
に
出
て
い
る
し
、『
パ
ン
ダ
』
の

著
者
と
も
親
交
が
深
い
四
方
田
犬
彦
氏
が
五
千
二
百
字
に
も
わ
た
っ
て

「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ
ー
マ
の
文
人
」
に
は
じ
ま
る
解
説
を
書
い
て
お
ら

れ
、
宇
戸
氏
自
身
も
タ
イ
現
代
文
学
の
概
説
と
最
新
の
文
学
シ
ー
ン
の
状

況
に
つ
い
て
九
千
字
近
い
あ
と
が
き
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
れ

以
上
、
筆
者
が
ど
う
こ
う
書
く
ま
で
も
な
く
、
す
ぐ
さ
ま
『
パ
ン
ダ
』
に

突
入
す
る
の
が
賢
明
だ
。

　

そ
れ
で
、さ
っ
き
か
ら
連
呼
し
て
い
る
タ
イ
ト
ル
の
「
パ
ン
ダ
」
だ
が
、

主
人
公
「
ボ
ク
」
の
愛
称
で
あ
る
。
R
指
定
ビ
デ
オ
（
男
性
専
用
と
言
い

換
え
可
能
）
制
作
会
社
で
、「
シ
ナ
リ
オ
を
打
ち
込
む
仕
事
」
を
し
て
い

る
「
ボ
ク
」
は
、「
丸
々
太
っ
た
二
七
歳
の
デ
ブ
」
で
「
寝
不
足
の
せ
い

で
い
つ
も
目
の
周
り
に
濃
い
ク
マ
が
で
き
や
す
い
タ
チ
」
な
の
で
、
こ
の

よ
う
な
愛
称
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
抱
腹
絶
倒
間
違
い
な
し
の
表
現
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。「
ボ

ク
」
の
妹
が
い
つ
も
き
く
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
は
、「
わ
が
家
に
逞
し
い
大
男

の
黒
人
が
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
に
な
り
、
み
な
で
寄
っ
て
た
か
っ
て
家
を

壊
そ
う
と
ド
ス
ン
ド
ス
ン
と
床
を
踏
み
つ
け
て
い
る
」
よ
う
に
大
音
響

だ
し
、
暑
が
り
の
「
ボ
ク
」
に
向
か
っ
て
社
長
が
「
お
前
は
ど
う
し
て

ク
マ
の
オ
イ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
炒
め
み
た
い
に
汗
ま
み
れ
な
ん
だ
」
と
言
っ

た
り
、
は
た
ま
た
女
優
選
考
の
た
め
に
ナ
イ
ス
バ
デ
ィ
の
女
性
た
ち
の
集

ま
っ
た
様
子
を
「
一
階
の
小
さ
な
接
客
室
は
す
で
に
お
っ
ぱ
い
で
む
せ
か

え
っ
て
い
た
。
ボ
ク
は
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
お
っ
ぱ
い
に
よ
っ

て
呼
吸
用
の
空
気
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
部
屋
に
入
っ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
」
な
ど
な
ど
。

　

こ
ん
な
想
定
外
ば
か
り
の
舞
台
設
定
な
の
だ
が
、「
ボ
ク
」
の
語
る
一

言
一
言
は
味
わ
い
深
い
。「
ボ
ク
た
ち
は
興
味
の
あ
る
も
の
か
、
変
わ
っ

た
も
の
し
か
見
よ
う
と
し
な
い
」「
同
じ
星
か
ら
来
て
い
な
い
人
間
の
行

く
末
に
誰
が
興
味
を
持
つ
だ
ろ
う
」「
多
く
の
大
人
た
ち
は
、
若
者
は
国

の
未
来
で
あ
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
こ
れ
ら
つ
ぶ
ら
な
瞳
の
子

ど
も
た
ち
に
残
さ
ね
ば
と
よ
く
言
う
。
し
か
し
、
事
実
は
そ
れ
と
は
ま
っ

た
く
違
う
。
ボ
ク
が
思
う
に
、
彼
ら
大
人
た
ち
は
、
本
当
は
何
の
関
心
も

持
っ
て
は
い
な
い
。
キ
ミ
た
ち
も
や
は
り
興
味
が
な
い
。
ボ
ク
だ
っ
て
同

じ
だ
。
人
間
は
み
ん
な
、
今
現
在
の
自
分
に
し
か
関
心
は
な
い
」「
人
類

一
人
ひ
と
り
の
究
極
の
目
的
は
、
自
身
が
本
当
に
生
ま
れ
る
べ
き
だ
っ
た

プ
ラ
ネ
ッ
ト
を
探
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
う
え
で
、
自
分
の
星

へ
き
ち
ん
と
帰
れ
る
方
法
を
一
生
懸
命
に
考
え
る
こ
と
な
の
だ
」
ど
れ
も

『
星
の
王
子
さ
ま
』
並
み
に
世
界
中
で
受
け
入
れ
ら
れ
そ
う
な
言
葉
ば
か

り
だ
。
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バ
ン
コ
ク
に
拠
点
を
置
く
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

　

英
語
で
紹
介
さ
れ
る
著
者
プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
・
ユ
ン
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

は
、w

riter, novelist, artist, graphic designer, m
agazine editor, screen-

w
rter

で
あ
り
、
カ
タ
カ
ナ
以
外
の
日
本
語
に
し
て
よ
さ
そ
う
な
の
は
、

一
番
最
初
の
作
家
、
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
か
（
ち
な
み
に
プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
氏
は
宇

戸
氏
の
こ
と
を a great karaoke singer

と
自
身
の
ブ
ロ
グ
に
書
い
て
い
る
）。

浅
野
忠
信
が
主
演
し
た
『
地
球
で
最
後
の
ふ
た
り
』（
二
〇
〇
三
年
）、『
イ

ン
ビ
ジ
ブ
ル
・
ウ
ェ
ー
ブ
』（
二
〇
〇
六
年
）
の
脚
本
も
手
掛
け
、
さ
ら
に

『
ロ
リ
ー
タ
』『
時
計
じ
か
け
の
オ
レ
ン
ジ
』『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま
え
て
』

を
翻
訳
、
ま
た
音
楽
、
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
活
動
も
し
て
い
る
。
最
近

で
は
京
都
の
創
作
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ムSA

N
D

W
IC

H

に
滞
在
し
、
ア
ー

ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
る
。
タ
イ
人
の
、
と
か
タ
イ
出
身
の
、

で
は
な
く
「
バ
ン
コ
ク
に
拠
点
を
置
く
タ
イ
の
小
説
家
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」

な
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
一
部
の
フ
ァ
ン
の
間
で
は
〝
プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
王
子
〟

と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
ル
ッ
ク
ス
の
持
ち
主
で
、
最
近
は
そ
れ
に
磨
き
が
か
か
り

修
道
僧
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
）。

　

一
方
、
宇
戸
氏
は
、
プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
氏
の
『
鏡
の
中
を
数
え
る
』
の
翻

訳
者
と
し
て
答
え
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
ら
の
翻
訳
手
法
を
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

僕
の
翻
訳
手
法
は
こ
れ
ま
で
日
本
で
訳
さ
れ
て
き
た
タ
イ
文
学
と
は
決
定

的
に
違
う
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
文
意
を
補
う
必
要
の
あ
る

箇
所
以
外
は
、
で
き
る
だ
け
注
釈
を
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
過
去
に
翻

訳
さ
れ
た
タ
イ
文
学
に
は
「
注
」
が
多
す
ぎ
る
ん
で
す
よ
。
他
の
国
の
文

学
に
は
な
く
て
も
、東
南
ア
ジ
ア
文
学
と
な
る
と
な
ぜ
か
「
注
」
が
多
か
っ

た
。

　

お
か
げ
で
『
パ
ン
ダ
』
は
す
っ
き
り
読
め
る
し
、
文
学
の
本
質
に
迫
れ

る
。
プ
ラ
ー
プ
ダ
ー
氏
の
作
品
は
宇
戸
氏
が
日
本
語
に
翻
訳
す
る
か
ら
こ

そ
生
き
て
く
る
の
だ
。

（
岡
田
知
子
）
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2010 年度

シンポジウム　
「言葉・身体・空間」7 月 18 日
坂手洋二（劇作家）、柴田勝二、谷川道子、柳原孝敦

「世界文学としての村上春樹」　12 月 11 日
都甲幸治氏（早稲田大学准教授）、 藤井省三氏（東京大学教授）、
加藤雄二、亀山郁夫、 柴田勝二、村尾誠一

総合文化研究所共催講演会
「ホロコースト文学表象の未来：第二、第三世代のユダヤ系ア
メリカ小説家たち」　5 月 20 日
Alan L. Beger（フロリダアトランティック大学教授）

「たゆたう国々」11 月 4 日
山崎佳代子（詩人、翻訳家、ベオグラード大学文学教授）

公演
「語りと劇による『源氏物語』7 月 18 日
柴田勝二（脚本）、外大生有志

2011 年度

総合文化研究所共催講演会
「『空白』をつなぐ旅～記憶の彼方、コトバの行方」7 月 7 日
姜信子（作家）

劇とシンポジウム　12 月 11 日　　
劇　「子規　六尺の天地」　柴田勝二氏（脚本・演出）　　　
シンポジウム　「子規と漱石の近代」
関川夏央（作家）、牧村健一郎（朝日新聞記者・文芸評論家）
柴田勝二、橋本雄一、村尾誠一

連続文化講演会「交通する言葉と文化」

「ゆらぐ肖像、ざわめく言語──日本植民地期の大連に中国語
新聞の広告を観察する」2012 年 1 月 19 日　
橋本雄一

「額のＸ──スペインでメキシコを考えるアルフォンソ・レイ
ェス」　2012 年 1 月 26 日
柳原孝敦

「ブルースとジャズ」　2012 年１月 31 日
加藤雄二、類家心平（ジャズトランペッター）

「韓国から見た日本文学」　2012 年 2 月 9 日　　
朴裕河（韓国世宗大学教授）

編
集
後
記

　
本
来
で
あ
れ
ば
昨
年
度
末
に
刊
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
本
誌
十
四
号
が
、
残
念
な

が
ら
諸
般
の
事
情
で
刊
行
で
き
ず
、
今
回
、
十
四
、十
五
合
併
号
と
い
う
か
た
ち
で
の

刊
行
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
な
に
よ
り
も
編
集
責
任
者
と
し
て
、
読
者

の
方
々
な
ら
び
に
研
究
所
所
員
の
先
生
方
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
今

号
の
刊
行
に
際
し
て
も
、
本
研
究
所
所
長
の
柴
田
勝
二
先
生
の
主
導
の
も
と
で
、
教
務

補
佐
の
大
学
院
生
の
方
々
の
ご
尽
力
に
全
面
的
に
支
え
ら
れ
、
十
分
な
貢
献
を
な
し
え

な
か
っ
た
点
も
ま
た
、
こ
こ
で
改
め
て
お
詫
び
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
言
語
と
そ
の
空
間
表
象
と
の
関
連
を
検
討
す
る
と
い
う
与
え
ら
れ
た
主
題
は
、
多
く

の
事
例
を
喚
起
し
、
思
考
を
様
々
な
局
面
に
誘
導
し
え
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ご
く

さ
さ
や
か
な
記
述
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
あ
る
ひ
と
つ
の
語
が

書
か
れ
、
そ
れ
に
続
く
も
う
ひ
と
つ
の
語
が
選
択
さ
れ
た
場
面
を
想
起
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
四
月
と
い
う
主
語
に
続
く
「
残
酷
な
季
節
」
と
い
う
語
群
の
よ
う
に
。
こ

の
二
つ
の
語
の
連
鎖
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
間
隙
に
折
り
込
ま
れ
、

畳
み
込
ま
れ
た
無
数
の
小
さ
な
思
考
の
折
り
目
を
そ
の
潜
在
性
に
お
い
て
開
い
て
み
る

こ
と
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
ら
二
語
の
語
群
のex-plication

と

は
こ
の
小
さ
な
間
隙
を
、
限
界
な
き
砂
漠
状
の
広
が
り
へ
と
押
し
広
げ
る
行
為
以
外
の

な
に
も
の
で
も
な
く
、
読
者
は
彷
徨
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
も
空
間

的
な
暗
喩
の
体
系
へ
の
扉
は
開
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
個
人
的
な
回
想
に
な
る
が
、
か
つ
て
多
く
の
教
室
で
、
講
読
な
い
し
訳
読
と
い
う
授

業
形
態
が
支
配
的
に
採
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
種
の
授
業
の
弊

害
が
喧
伝
さ
れ
、
徐
々
に
駆
逐
さ
れ
る
傾
向
が
顕
在
化
す
る
こ
の
時
代
に
、
新
た
に
講

読
と
い
う
形
式
を
採
用
し
て
み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
強
く
駆
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
明
快
な
命
題
と
し
て
、
い
く
つ
も
の
情
報
を
連
鎖
的
に
提
示
し
て
い
く
作
業
以
上

に
、
無
数
の
折
り
目
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
広
げ
て
い
く
よ
う
な
徒
労
と
疲
弊
に
隣
接
し
た

作
業
こ
そ
が
、
我
々
の
思
考
に
彷
徨
す
べ
き
未
知
の
広
大
な
領
野
の
所
在
を
教
え
て
く

れ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

（
松
浦
寿
夫
）

2010-2011 年 度
東京外国語大学 
総合文化研究所

 活動報告

前
号
で
柴
田
勝
二
氏
の
お
名
前
の
英
語
表
記
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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