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和
田
忠
彦

　
一
月
二
七
日
を
《International H

olocaust Rem
em

brance D
ay

》
と
国
連
が
定
め
た
の
は

二
〇
〇
五
年
十
一
月
の
総
会
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
に
基
づ
く
決
議
で
の
こ
と
。
二
〇
一
六
年
、

十
回
目
を
数
え
る
そ
の
日
、
縁
あ
っ
て
、
千
鳥
ヶ
淵
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
文
化
会
館
が
企
画
し
た
「
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
の
追
憶
」
の
た
め
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
上
映
会
で
短
い
話
を
し
た
。

　『
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
時
計
』（
マ
リ
オ
・
カ
プ
ー
ト
監
督
、
二
〇
一
四
年
制
作
）
と
題
さ
れ
た
六
三
分
の
作

品
は
、
一
九
三
七
年
生
ま
れ
の
作
家
に
よ
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
形
式
で
、
作
家
自
身
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
映
像

の
な
か
で
記
憶
を
運
ん
で
観
客
へ
と
手
渡
す
直
截
な
仕
掛
け
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
だ
っ
た
。
主
人
公

に
し
て
語
り
手
を
つ
と
め
る
作
家
の
名
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
プ
レ
ス
ブ
ル
ゲ
ル G

iorgio Pressburger

。

一
九
五
六
年
十
一
月
、
ソ
ビ
エ
ト
軍
が
ブ
ダ
ペ
ス
ト
を
侵
攻
し
た
日
、
十
九
歳
だ
っ
た
か
れ
は
双
子
の
弟

と
と
も
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
と
逃
れ
、
そ
こ
で
演
劇
、
映
画
そ
し
て
詩
に
小
説
と
領
域
を
ひ

ろ
げ
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
語
で
表
現
を
つ
づ
け
て
い
る
。
兄
弟
が
育
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
初
頭
ブ
ダ
ペ
ス

ト
に
誕
生
し
た
ゲ
ッ
ト
ー
「
第
八
街
区
」
と
よ
ば
れ
る
界
隈
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
崩

壊
に
よ
っ
て
抜
け
殻
と
な
っ
た
首
都
に
あ
っ
て
唯
一
奇
妙
な
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
て
い
た
と
い
う
。
暮
ら
し

に
活
気
を
も
た
ら
し
た
の
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
生
き
延
び
た
人
び
と
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
暮
ら

し
が
あ
る
朝
、
五
千
台
の
戦
車
に
よ
っ
て
呆
気
な
く
絶
た
れ
、
ま
た
し
て
も
離
散
の
憂
き
目
を
み
た
こ
と

は
、
作
家
が
亡
命
か
ら
三
十
年
を
経
て
は
じ
め
た
書
い
た
小
説
に
も
語
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
れ
は
生
者
の
側
に
立
つ
そ
の
身
が
死
者
の
側
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
、
と
り
残
さ
れ
た
存
在
と
し
て
〈
い

ま
、
こ
こ
〉
に
あ
る
わ
が
身
に
と
っ
て
、〈
終
わ
り
の
時
〉
を
あ
ら
か
じ
め
見
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
〈
い

ま
、
こ
こ
〉
に
欠
け
て
い
る
す
べ
て
を
、
け
っ
し
て
絶
望
や
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
な
く
、
そ
っ
く
り

そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
た
使
命
だ
と
心
得
る
者
の
ふ
る
ま
い
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
書
物
が
焼
か
れ
た
同
じ
場
所
で
、
や
が
て
人
間
も
焼
か
れ
る
こ
と
に
な
る

─
と
唄
っ
た
ハ
イ
ネ
を
ド

イ
ツ
語
で
愛
読
し
た
十
五
歳
の
少
年
は
、
後
年
イ
タ
リ
ア
語
作
家
と
な
っ
て
か
ら
、
詩
人
が
母
方
に
つ
な

が
る
一
族
で
あ
る
と
知
る
。
そ
し
て
三
代
遡
れ
ば
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
も
同
じ
く
母
方
に
連
な
る
プ
レ

ス
ブ
ル
ゲ
ル
一
族
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
も
、「
燃
え
尽
き
た
大
地
に
撒
か
れ

た
種
が
ど
こ
ま
で
も
拡
が
り
育
っ
て
い
く
」
よ
う
に
、
中
欧
に
と
ど
ま
ら
ず
五
大
陸
す
べ
て
に
刻
ま
れ
た

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
痕
跡
に
目
を
凝
ら
す
。

　「
す
べ
て
の
時
代
は
繰
り
返
す
。
そ
し
て
早
晩
人
び
と
は
み
な
再
び
各
お
の
孤
独
の
内
に
閉
じ
籠
も
る
。

歴
史
原
始
の
原
始
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
」

─
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ
の
循
環
史
観
に

作
家
が
託
し
た
死
者
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
る
営
み
に
、
さ
て
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
向
き
合
え
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
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は
じ
め
に

ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
詩
人
ア
ッ
タ
ー
ル
（ʻA

ṭṭār-i N
īshābūrī, Farīd al-

D
īn M

uḥam
m

ad 

一
二
二
一
年
没
）
は
、
そ
の
す
べ
て
の
叙マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー

事
詩
作
品
の
中

に
数
多
の
説
話
を
組
み
込
み
、
神
秘
主
義
思
想
の
普
及
に
大
い
な
る
貢
献

を
し
た
と
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
上
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
彼
が
最

初
に
手
が
け
た
『
神
の
書( Ilāhī-nām

ah)
』
は
、
神
秘
主
義
道
の
ご
く
初

期
段
階

―
「
シ
ャ
リ
ー
ア(sharīʻat)
」
と
呼
ば
れ
る
外
面
的
な
法
規
定

（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
）
に
従
う
段
階

―
に
つ
い
て
説
い
た
作
品
で
あ
る
。
次

い
で
著
し
た
『
神
秘
の
書( A

srār-nām
ah)

』
に
は
「
タ
リ
ー
カ(ṭarīqat)

」

と
称
す
る
自
己
の
内
面
探
求
の
た
め
の
修
行
道
の
初
期
段
階
が
描
か
れ
、

そ
の
後
ア
ッ
タ
ー
ル
自
身
が
神
秘
主
義
道
で
の
修
行
に
励
ん
だ
結
果
、
傑

作
と
評
さ
れ
る
『
鳥
の
言
葉( M

anṭiq al-Ṭ
ayr)

』、
そ
し
て
『
災
い
の
書

( M
uṣībat-nām

ah)

』
を
執
筆
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
り
、
ア
ッ
タ
ー
ル
自
身
、
生
前
に
純
粋
な
心
的
境
地

―

神
、
真
実
た
る
「
ハ
キ
ー
カ(ḥaqīqat)

」

―
に
ま
で
至
っ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
逆
に
言
え
ば
、『
神
の
書
』
執
筆
段
階
で
は
、

ま
だ
彼
は
神
秘
主
義
の
道
を
歩
み
始
め
て
ま
だ
日
が
浅
い
初
級
者
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
そ
の
神
秘
主
義
道
を
歩
む
中
で
経
験
し
た
、
自

ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
説
話
文
学
の
女
性
像
〜
ア
ッ
タ
ー
ル
の
『
神
の
書
』
よ
り
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
あ
や
乃

　

身
の
内
面
の
葛
藤
や
闘
い
を
直
截
に
自
ら
の
作
品
の
中
に
描
出
し
て
い

る
。
そ
れ
が
、彼
が
医
術
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
と
接
触
し
、

大
衆
の
苦
悩
や
社
会
的
抑
圧
を
直
接
肌
で
感
じ
て
い
た
こ
と
や
、
さ
ら
に

は
当
時
の
天
変
地
異
や
支
配
王
朝
の
推
移
等
と
い
っ
た
社
会
の
不
安
定

要
素
に
起
因
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

　
神
秘
主
義
道
入
門
者
に
向
け
た
説
話
文
学
『
神
の
書
』
に
「
狂
人
」
を

多
く
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
は
既
に
触
れ
た

1
が
、『
神
の
書
』
を
読

み
進
め
る
と
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
描
く
女
性
主
人
公
た
ち
が
実
に
生
き
生

き
と
、
各
物
語
の
中
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
描
か
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
妻
た
ち
や
娘
の
フ
ァ
ー
テ
ィ

マ
、
王
の
娘
、
聖
女
ラ
ー
ビ
ア
や
高
潔
な
女
等
、
社
会
的
に
尊
敬
を
集

め
る
よ
う
な
女
性
や
高
貴
な
女
性
の
み
な
ら
ず
、『
ラ
イ
ラ
ー
と
マ
ジ
ュ

ヌ
ー
ン( L

aylī va M
ajnūn)

』
や
『
ユ
ー
ス
フ
と
ズ
ラ
イ
ハ
ー( Y

ūsuf va 

Z
ulaykhā)

』
と
い
っ
た
古
く
か
ら
伝
わ
る
恋
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
も
い
れ
ば
、

メ
ッ
カ
に
巡
礼
す
る
女
、
身
分
違
い
の
恋
に
苦
し
む
女
、
黒
人
奴
隷
の
女
、

老
婆
（
時
に
は
狂
女
）
と
い
っ
た
市
井
の
女
た
ち
も
主
人
公
と
し
て
登
場

す
る
。
全
二
六
〇
も
の
逸
話
の
う
ち
約
三
〇
の
話
の
中
で
こ
う
し
た
多
岐

に
わ
た
る
女
性
た
ち
が
重
要
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
登
場
す
る
と
い

う
点
で
、『
神
の
書
』
は
一
二
世
紀
の
神
秘
主
義
文
学
と
し
て
は
異
彩
を

放
っ
た
作
品
と
い
え
よ
う
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

『
神
の
書
』
で
最
も
目
を
引
く
女
性
像
は
、
第
一
章
す
べ
て
を
占
め
る

物
語
「
夫
が
旅
に
出
て
し
ま
っ
た
高
潔
な
女
の
話
」
の
主
人
公
で
あ
る
。

ま
た
、
逸
話
ご
と
に
異
な
る
役
割
を
担
っ
て
あ
ち
こ
ち
の
逸
話
に
登
場
す

る
老
婆
も
実
に
魅
力
的
な
存
在
で
、
王
に
堂
々
と
進
言
し
た
り
、
正
気
と

は
思
え
な
い
の
に
放
つ
言
葉
に
重
み
が
あ
っ
た
り
、
と
目
が
離
せ
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
『
神
の
書
』
の
数
多
の
説
話
の
中
か
ら
第
一
章
の

物
語
の
女
主
人
公
と
、
複
数
の
逸
話
に
登
場
す
る
老
婆
と
に
的
を
絞
り
、

ア
ッ
タ
ー
ル
が
各
々
の
女
性
に
託
し
た
思
い
を
探
り
、
当
時
の
女
性
に
対

す
る
ア
ッ
タ
ー
ル
の
目
線
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

一
．
夫
が
旅
に
出
て
し
ま
っ
た
高
潔
な
女
の
物
語
（
第
一
章
第
一
話
）

　『
神
の
書
』
の
冒
頭
で
は
神
や
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
へ
の
賛
辞
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
直
後
の
第
一
章
は
、
あ
る
カ
リ
フ
が
息
子
で
あ
る
六

人
の
王
子
た
ち
に
各
々
の
望
み
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
王
子
た

ち
は
各
々
父
王
に
心
の
望
む
と
こ
ろ
を
答
え
て
い
く
の
だ
が
、
ま
ず
長
男

が
口
を
開
き
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
美
貌
を
も
っ
た
妖
精
の
王
の
娘
を

手
に
入
れ
た
い
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
父
王
が
「
お
前
は
欲
情
に
囚
わ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
」
と
嘆
き
、
長
男
に
対
す
る
忠
告
と
し
て
語
り

始
め
る
の
が
こ
の
第
一
話
で
あ
る
。
十
二
頁
以
上
に
も
及
ぶ
長
い
物
語
で

あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
ご
く
簡
単
に
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す

る
こ
と
と
し
よ
う
。

物
語
の
あ
ら
す
じ

　
あ
る
と
こ
ろ
に
た
い
へ
ん
美
し
く
善
良
で
高
潔
な
女
性
が
い
た
。
突
然

彼
女
の
夫
が
メ
ッ
カ
巡
礼
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
夫
は
弟
に
妻
や
家

を
託
し
て
旅
に
出
る
。
し
か
し
そ
の
弟
が
、
ヴ
ェ
ー
ル
か
ら
顔
が
偶
然
見

え
た
兄
嫁
の
美
し
さ
に
心
打
た
れ
恋
に
落
ち
、
兄
嫁
に
言
い
寄
る
。
女
は

毅
然
と
し
た
態
度
で
義
弟
を
諭
そ
う
と
す
る
が
、
義
弟
は
偽
の
証
人
を
買

収
し
、
兄
嫁
の
不
貞
を
訴
え
、
女
は
有
罪
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

無
実
の
罪
で
石
打
ち
刑
に
あ
っ
た
瀕
死
の
女
を
、
通
り
が
か
っ
た
ア
ラ

ブ
人
が
救
う
。
ア
ラ
ブ
人
の
庇
護
の
下
で
快
復
し
た
女
は
す
っ
か
り
美
貌

を
取
り
戻
す
が
、
女
の
美
貌
を
知
っ
た
ア
ラ
ブ
人
は
自
分
の
二
番
目
の
妻

に
し
よ
う
と
す
る
。
自
分
は
人
妻
の
身
で
あ
る
か
ら
と
そ
れ
を
断
り
、
ア

ラ
ブ
人
も
女
の
誠
実
さ
を
理
解
し
、
二
人
は
兄
妹
の
契
り
を
交
わ
す
。
と

こ
ろ
が
、
ア
ラ
ブ
人
の
下
で
働
く
黒
人
の
下
僕
が
女
に
恋
し
、
女
に
告
白

す
る
。
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
黒
人
の
下
僕
は
、
ア
ラ
ブ
人
の
妻
が
産
ん

で
間
も
な
い
赤
ん
坊
を
殺
し
、
女
に
濡
れ
衣
を
着
せ
る
。
女
の
無
実
を
信

じ
た
も
の
の
、
女
を
こ
の
ま
ま
家
に
置
い
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

判
断
し
た
ア
ラ
ブ
人
か
ら
銀
貨
三
百
枚
を
受
け
取
り
、
女
は
ア
ラ
ブ
人
の

許
を
去
る
。

女
が
し
ば
ら
く
歩
い
て
い
く
と
、
と
あ
る
村
で
税
を
納
め
ら
れ
な
か
っ

た
若
者
の
絞
首
刑
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
く
わ
す
。
若

者
の
命
は
銀
貨
三
百
枚
と
引
き
換
え
と
聞
い
た
女
は
、
惜
し
げ
も
な
く
銀

貨
を
払
い
、
若
者
を
救
い
出
す
。
女
の
美
貌
に
魅
惑
さ
れ
た
若
者
は
、
女

か
ら
離
れ
ず
に
歩
き
続
け
、
二
人
は
と
う
と
う
海
岸
に
出
る
。
自
分
の
言

う
こ
と
を
聞
か
な
い
女
に
し
び
れ
を
切
ら
し
た
若
者
は
、
自
分
の
婢
女
で

あ
る
と
嘘
を
つ
い
て
船
に
品
物
を
運
ぼ
う
と
し
て
い
た
商
人
に
女
を
売

り
飛
ば
し
て
し
ま
う
。

女
を
買
っ
た
商
人
も
ま
た
、女
の
美
貌
に
欲
情
を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
、
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女
に
近
づ
こ
う
と
し
た
た
め
、
女
は
乗
船
者
全
員
に
助
け
を
求
め
る
。
す

る
と
、
今
度
は
乗
船
者
た
ち
皆
が
女
に
魅
惑
さ
れ
、
女
を
自
分
の
も
の
と

し
よ
う
と
し
た
た
め
、
女
は
神
に
祈
り
を
捧
げ
、
遂
に
は
気
を
失
う
。
す

る
と
、
海
面
が
波
立
ち
始
め
、
海
面
か
ら
火
柱
が
噴
き
上
が
り
、
女
と
船

の
荷
物
を
除
い
て
す
べ
て
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
。

女
を
乗
せ
た
船
は
、
と
あ
る
町
に
着
く
。
女
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
ま

で
の
苦
労
を
味
わ
っ
た
と
考
え
た
女
は
男
装
し
、
町
の
人
々
に
そ
の
土
地

の
王
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。
美
し
い
男
に
会
い
、
事
の
顛
末
を

聞
い
た
王
は
、
男
の
望
み
通
り
に
神
殿
を
建
て
、
そ
こ
で
男
が
神
の
崇
拝

に
努
め
る
こ
と
を
許
す
。

や
が
て
王
の
死
期
が
迫
り
来
る
と
、
王
は
王
国
を
こ
の
男
に
託
そ
う
と

す
る
。
男
は
妻
選
び
と
称
し
て
百
人
の
高
貴
な
娘
と
そ
の
母
親
を
集
め
、

自
ら
が
女
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
女
は
自
分
の
代
理
と
し
て
王
国
を
治

め
る
男
を
選
び
、
自
ら
は
神
殿
で
の
礼
拝
に
努
め
る
。
女
の
名
声
は
世
の

中
に
広
ま
り
、
こ
の
聖
女
が
神
に
願
う
こ
と
は
必
ず
叶
え
ら
れ
る
と
か
、

手
足
の
不
自
由
な
者
も
彼
女
の
許
に
来
れ
ば
歩
い
て
帰
る
よ
う
に
な
る

と
い
っ
た
噂
が
広
ま
る
。

　
メ
ッ
カ
巡
礼
に
行
っ
て
い
た
夫
が
家
に
戻
る
と
、
妻
の
姿
が
な
い
う

え
、
弟
が
視
力
を
失
い
、
手
も
足
も
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
の
を
目
に
す

る
。
弟
は
自
分
に
有
利
な
嘘
の
話
を
兄
に
聞
か
せ
、
女
は
石
打
ち
刑
で
死

ん
だ
と
伝
え
る
。
落
胆
し
き
っ
た
夫
だ
っ
た
が
、
弟
が
視
力
を
失
い
、
手

足
が
動
か
な
い
こ
と
に
心
を
痛
め
、
か
の
奇
跡
を
起
こ
す
女
の
話
を
耳
に

し
、
弟
を
そ
こ
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
し
、
二
人
で
旅
に
出
る
。
道
中
、

偶
然
ア
ラ
ブ
人
の
家
に
泊
ま
っ
た
二
人
は
、
そ
の
家
の
黒
人
の
下
僕
も
同

様
に
視
力
を
失
い
、
手
足
が
動
か
な
い
の
を
見
て
、
一
緒
に
旅
に
出
よ
う

と
誘
う
。
連
れ
立
っ
た
彼
ら
が
次
に
泊
ま
っ
た
宿
の
所
有
者
が
、
偶
然
、

件
の
絞
首
刑
か
ら
救
わ
れ
た
若
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
若
者
も
ま
た
、
視
力

を
失
い
、
手
足
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
四
人
が
揃
っ
て
女
の
許
に
や
っ
て
来
る
と
、
女
は
す
ぐ
に
全
員
を
見
極

め
、
苦
悩
す
る
が
、
罪
深
い
三
人
に
、
治
療
の
条
件
は
真
実
を
話
す
こ
と

で
あ
る
と
提
示
す
る
。
三
人
が
よ
う
や
く
真
実
を
語
っ
た
と
こ
ろ
で
、
女

は
三
人
を
も
と
の
身
体
に
戻
し
、
夫
と
二
人
き
り
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
自

分
が
誰
な
の
か
を
夫
に
明
か
す
。
夫
と
の
再
会
を
喜
び
合
っ
た
後
、
女
は

夫
を
王
座
に
据
え
、
ア
ラ
ブ
人
を
大
臣
に
し
、
悪
党
三
人
に
も
財
産
を
与

え
、
自
分
は
幸
せ
を
か
み
し
め
な
が
ら
神
殿
で
神
に
仕
え
続
け
た
の
だ
っ

た
。

物
語
の
分
析

　
我
々
に
サ
ド
侯
爵
の
『
美
徳
の
不
幸
』
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の
第

一
話
の
冒
頭
部
分
で
は
、
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
の
伝
統
と
も
い
え
る
比
喩

表
現
を
駆
使
し
た
、
主
人
公
の
美
貌
の
形
容
の
連
続
に
目
を
奪
わ
れ
る
。

「
昼
の
よ
う
に
明
る
い
顔
と
夜
の
よ
う
な
黒
髪(shab-ō rūz az rokh-ō zolf-

ash m
esālī)

」
2

「
数
多
の
輪
を
描
く
髪(kham

 az panjah fozūn-ō shast(o) ham
 dāsht)

」
3

「
真
珠
（
ử
価
値
あ
る
美
し
い
言
葉
）
を
撒
く
紅ル

ビ

ー玉
の
よ
う
な
唇
を
開
く
と

(cho bogshādī ʻaqīq-ē dor-feshān rā)

」
4

「
そ
の
（
ử
唇
の
）
真
珠
は
彼
女
の
歯
で
で
き
て
い
た(ke m

orvārīd-ash az 
dandān-e ʼū būd)

」
5

「
白
銀
の
り
ん
ご
の
よ
う
な
顎
の
凹
み(zanakhdān-esh cho sīm

īn sīb(o) 
būdī)

」
6

　
ま
た
、
女
の
目
と
眉
の
美
し
さ
を
ペ
ル
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
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形
に
見
立
て
て
こ
う
表
現
す
る
。

「
彼
女
の
目
と
眉
は
サ
ー
ド
と
ヌ
ー
ン
の
文
字(cho chashm

-ō ʼabru-yē 
ū ṣād-o nūn būd)

」
7

ペ
ル
シ
ア
語
の
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
形
を
比
喩
表
現
と
し
て
用

い
る
の
も
、
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学
の
伝
統
の
一
つ
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
十
七
番
目
の
文
字
サ
ー
ド
は
 ص 

と
い
う
形
で
、
こ
れ
を
目
に
、

二
十
九
番
目
の
ヌ
ー
ン
 ن 
を
眉
に
譬
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
、
こ
の
女
性
の
善
良
さ
、
深
慮
に
長
け
慎
み
深
い
さ
ま
、

勇
敢
さ
が
語
ら
れ
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
ほ
ぼ
非
の
打
ち
所
の
な
い
完

璧
な
女
性
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
彼
女
の
美
貌
と
美

徳
が
自
身
に
不
幸
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

物
語
は
主
人
公
自
身
全
く
予
想
だ
に
し
な
い
出
来
事
に
よ
っ
て
動
き
始

め
る
。
そ
の
後
度
重
な
る
事
件
は
女
を
不
幸
へ
と
導
く
よ
う
に
し
か
見
え

ず
、
彼
女
の
苦
難
に
満
ち
た
旅
に
は
、
道
標
も
な
け
れ
ば
神
秘
主
義
道
に

不
可
欠
な
導
師
も
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
に
、
天
の
導
く
ま
ま

と
で
も
言
う
べ
き
か
、
神
が
定
め
た
運
命
に
翻
弄
さ
れ
、
女
は
旅
を
続
け

る
。

　
し
か
し
、
こ
の
物
語
に
は
単
に
読
者
の
興
味
を
引
く
読
み
物
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
神
秘
主
義
修
行
者
に
対
す
る
重
要
な
教
え
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
ス

ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
追
っ
て
、
神
秘
主
義
的
側
面
か
ら
ア
ッ
タ
ー
ル
の
教

え
を
見
て
い
こ
う
。

義
弟
の
嘘
を
信
じ
た
裁
判
官
に
よ
っ
て
石
打
ち
刑
に
処
さ
れ
た
女
は
、

明
ら
か
に
世
間
の
非
難
の
的
と
な
っ
た
。
こ
の
非
難
は
、
神
秘
主
義
道
を

歩
む
う
え
で
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
「
マ
ラ
ー
マ
テ
ィ
ー
」
が
体
現
さ
れ

て
い
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ラ
ー
マ
テ
ィ
ー
と
は
、
表
面
上
の

敬
虔
さ
や
見
せ
か
け
の
善
行
は
本
来
意
味
を
持
た
な
い
た
め
、
人
間
は
神

か
ら
の
褒
美
や
他
人
か
ら
の
賛
辞
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
自
ら
を
進

ん
で
非
難
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
が

ア
ッ
タ
ー
ル
の
こ
の
物
語
か
ら
抽
出
で
き
る
第
一
の
教
え
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
の
前
半
部
分
で
、
女
は
さ
ま
ざ
ま
な
男
た
ち
の
情
欲
と
正

面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
ま
ま
陥
る
。
人
間
の
欲
と
り
わ

け
情
欲
は
最
も
卑
し
く
、
神
秘
主
義
道
を
歩
む
際
に
真
っ
先
に
か
な
ぐ
り

捨
て
る
べ
き
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
神
秘
主
義
で
は
、
人
間
が
自
ら
の
欲

や
現
世
へ
の
執
着
を
取
り
除
い
て
初
め
て
、
神
と
自
身
と
を
隔
て
る
帳
を

取
り
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
も
動

物
で
あ
る
以
上
、
情
欲
を
捨
て
去
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
義
弟
に
始
ま
り
そ
の
後
何
人
も
の
男
た
ち
（
最
後
に
は
乗
船
し
て
い

た
男
た
ち
全
員
！
）
の
申
し
出
を
雄
弁
さ
で
説
得
し
よ
う
と
試
み
、
頑
な

に
断
り
続
け
る
女
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
深
く
大
き
な
情
欲
と
い

う
帳
を
取
り
払
う
こ
と
の
難
し
さ
を
ア
ッ
タ
ー
ル
は
示
そ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
教
え
で
あ
る
。

　
ア
ラ
ブ
人
か
ら
三
百
枚
の
銀
貨
を
受
け
取
っ
て
旅
に
出
た
女
は
、
見
ず

知
ら
ず
の
若
者
の
命
を
救
う
た
め
、
気
前
よ
く
路
銀
す
べ
て
を
使
っ
て
し

ま
う
。
神
秘
主
義
道
で
は
、
す
べ
て
の
財
産
か
ら
心
を
切
り
離
す
こ
と

も
重
要
な
要
件
で
あ
る
。
女
は
銀
貨
に
対
し
て
な
ん
ら
の
執
着
心
も
見
せ

ず
、
す
べ
て
を
若
者
の
命
の
た
め
に
使
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
そ
の
若
者

に
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
さ
れ
、
結
果
的
に
は
商
人
に
婢
女
と
し
て

売
り
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
お
う
と
も
、
あ
っ
さ
り
と
金
を
手
放
し
た
こ
と
を

微
塵
も
後
悔
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
、
女
は
実
に
信
じ
が
た
い
ほ
ど

の
模
範
的
な
振
舞
い
を
み
せ
て
い
る
。
第
三
の
教
え
は
、
こ
の
物
欲
（
と

り
わ
け
お
金
に
対
す
る
執
着
心
）
を
断
ち
切
る
こ
と
で
あ
る
。
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第
四
の
教
え
は
、
神
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
の
重
み
で
あ
る
。
女
は

商
人
に
売
ら
れ
て
し
ま
い
、
船
は
海
へ
と
漕
ぎ
出
る
。
海
は
、
イ
ラ
ン
人

に
と
っ
て
は
昔
も
今
も
、
危
険
に
満
ち
た
、
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い

未
知
の
世
界
で
あ
り
、
漕
ぎ
出
て
し
ま
え
ば
ほ
か
へ
と
逃
げ
る
手
段
も
見

当
た
ら
な
い

8
。
女
は
男
ら
の
情
欲
を
避
け
る
た
め
、
最
後
の
手
段
と
し

て
神
に
自
ら
の
死
を
求
め
ん
と
ひ
た
す
ら
に
祈
る
。
神
は
女
の
願
い
を
聞

き
届
け
、
突
然
海
か
ら
火
柱
が
上
が
る
。
イ
ラ
ン
の
神
話
や
伝
説
で
は
無

実
を
証
明
す
る
た
め
に
度
々
火
が
登
場
す
る
。
火
は
罪
を
犯
し
た
も
の
を

焼
き
、
無
実
の
も
の
に
は
一
切
害
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の
物
語
で
も
、
女

と
積
荷
を
除
い
た
す
べ
て
、
つ
ま
り
情
欲
に
燃
え
さ
か
っ
て
い
た
男
た
ち

全
員
を
、
火
が
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
燃
や
し
尽
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
海
岸
に
辿
り
着
い
た
女
は
男
装
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、「
自

分
が
女
で
あ
る
こ
と
」
が
す
べ
て
の
不
幸
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
い
や
と

い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
自
身
の
散
文

作
品
『
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
聖
者
列
伝( Tazkirat al-A

w
liyā)

』
の
中
で
、

女
性
神
秘
主
義
者
ラ
ー
ビ
ア
に
つ
い
て
「
女
が
至
高
な
る
神
の
道
あ
っ
て

一
人
の
神
の
人
で
あ
る
時
、
彼
女
を
女
と
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
語
っ

て
い
る

9
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
、
神
秘
主
義
道
に
お
い
て
性
別
な
ど
問
題
に

す
べ
き
で
は
な
く
、
性
別
を
超
え
た
単
な
る
一
人
の
人
間
と
し
て
神
と
対

峙
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
く
。
こ
れ
が
第
五
の
教
え
で
あ
る
。

　
男
装
を
選
択
す
る
こ
の
女
の
行
動
か
ら
、
別
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
人
の
外
見
に
し
か
目
が
留
ま
ら
な
い
人
々
、
換
言

す
れ
ば
慧
眼
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
々
に
対
し
て
は
、
自
分
の
本
質
は
見

せ
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
教
え
で
あ
る

10
。

　
男
装
し
た
女
は
、
自
ら
が
礼
拝
に
専
念
す
る
た
め
の
神
殿
を
王
に
求

め
、
人
々
か
ら
身
を
遠
ざ
け
、
ひ
た
す
ら
勤
行
に
励
む
。
こ
の
隠
遁
生
活

も
神
秘
主
義
道
に
お
い
て
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
七
番
目
の
教
え
と

し
て
、
世
間
と
交
わ
ら
ず
、
静
か
に
神
を
思
念
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
王
が
女
の
こ
と
を
男
と
信
じ
王
国
を
託
そ
う
と
し
た
時
、
女
は
自
分
が

女
で
あ
る
こ
と
を
国
の
高
貴
な
女
性
た
ち
を
通
し
て
公
表
し
、
王
座
に
つ

く
こ
と
を
頑
な
に
拒
み
、
信
頼
の
お
け
る
人
物
に
国
の
統
治
を
任
せ
る
。

こ
こ
で
も
物
欲
か
ら
心
を
断
ち
切
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、
と
り
わ
け
地
位
や
名
誉
に
対
す
る
欲
と
限
定
す
れ
ば
、
こ

れ
も
八
番
目
の
ア
ッ
タ
ー
ル
の
教
え
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
隠
遁
生
活
を
送
る
女
は
、
や
が
て
奇
跡
を
起
こ
す
力
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、
そ
の
噂
を
聞
き
つ
け
、
か
つ
て
彼
女
を
不
幸
に
陥
れ
た
張
本
人
た
ち

が
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
彼
女
を
頼
っ
て
や
っ
て
来
る
。
し
か
も
、
彼
ら

を
引
き
連
れ
て
き
た
の
は
彼
女
の
夫
で
あ
る
。
ど
う
す
べ
き
か
苦
悩
し
た

結
果
、
女
は
す
べ
て
を
正
直
に
話
せ
ば
治
療
に
応
じ
る
男
た
ち
に
と
告
げ

る
。
男
た
ち
も
逡
巡
し
た
挙
げ
句
つ
い
に
は
真
実
を
語
り
、
身
体
の
不
自

由
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
九
番
目
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、

自
分
の
た
め
に
他
人
を
騙
し
欺
き
、
虚
偽
を
求
め
る
こ
と
に
対
す
る
報
い

で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
場
面
で
の
女
の
対
応
は
、
模
範
的
神
秘
主
義
修

行
者
の
と
る
態
度
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
女
は
あ
れ
ほ
ど
散
々
な
目
に

遭
わ
さ
れ
て
も
、
惨
め
な
姿
で
救
い
を
求
め
る
男
た
ち
を
見
放
す
こ
と
な

く
、
彼
ら
の
欠
点
に
目
を
塞
ぎ
、
寛
大
な
心
で
向
き
合
う
決
心
を
し
、
彼

ら
の
治
療
を
請
け
合
い
、
全
員
例
外
な
く
元
通
り
の
身
体
に
戻
す

11
。
寛

大
で
あ
る
こ
と
も
神
秘
主
義
道
を
歩
む
う
え
で
欠
か
せ
な
い
資
質
で
あ

る
。

 

以
上
、
神
秘
主
義
道
を
歩
む
際
の
十
の
心
得
を
こ
の
逸
話
か
ら
抽
出
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す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
十
の
心
構
え
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
最

古
の
基
本
的
神
秘
主
義
散
文
テ
ク
ス
ト
『
神
秘
主
義
入
門
解
説( Sharḥ-i 

taʻarruf)
』
の
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
時
に
は
部
分
的
に
あ

る
い
は
す
べ
て
を
、
時
に
は
他
を
内
在
さ
せ
る
よ
う
な
形
を
と
る
な
ど
の

臨
機
応
変
さ
が
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、
神
秘
主
義
修
行
者
が
最
初
に
自
覚

し
て
お
く
べ
き
と
さ
れ
る
心
構
え
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
を
こ

こ
に
付
言
し
て
お
き
た
い

12
。

と
こ
ろ
で
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
一
人
の
女
性
、
し
か
も
欠
点
の
な
い
理
想

的
な
女
性
を
物
語
の
主
人
公
に
据
え
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
品
行
方
正

で
高
貴
な
美
男
を
物
語
の
主
人
公
に
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
、

敢
え
て
女
性
を
理
想
像
と
し
て
登
場
さ
せ
、
そ
こ
に
情
欲
の
塊
と
化
し
た

男
性
た
ち
を
次
々
と
投
入
す
る
、
と
い
う
手
法
は
、
当
時
と
し
て
は
非
常

に
斬
新
で
、
読
み
物
と
し
て
も
当
時
の
市
井
の
人
気
を
博
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
さ
ら
に
、
物
語
の
中
で
女
主
人
公
が
自
分

の
正
体
を
明
か
す
相
手
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
高
貴
な
娘
た
ち
と
そ
の
母

親
で
あ
り
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
こ
の
女
性
た
ち
に
「
慧
眼
を
持
つ
人
々
」
の

役
割
を
与
え
た
と
い
う
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ッ

タ
ー
ル
と
い
う
詩
人
が
当
時
の
女
性
に
対
し
、
人
並
み
以
上
に
肯
定
的
で

優
し
く
温
か
い
眼
差
し
を
注
い
で
い
た
顕
れ
で
あ
り
、
物
語
の
中
で
女
性

に
男
性
よ
り
も
一
段
高
い
地
位
を
与
え
よ
う
と
試
み
た
結
果
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
当
時
の
ス
ン
ニ
ー
派
イ
ス

ラ
ー
ム
と
い
う
完
全
な
る
男
性
優
位
社
会
の
中
で
、
敢
え
て
女
性
に
敬
意

を
払
い
、
人
間
と
し
て
よ
り
尊
敬
さ
れ
う
る
高
い
地
位
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
間
は
男
女
の
別
で
は
な
く
一
人
の
人
間
と
し
て
ど
う
あ
る
べ

き
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
一
神
秘
主
義
者
ア
ッ
タ
ー
ル
の
考
え

方
の
表
出
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
ア
ッ
タ
ー
ル
が
物
語
中
た
だ
一
度
言
及

す
る
こ
の
女
の
名
が
「
マ
ル
フ
ー
マ
」
す
な
わ
ち
「
神
に
慈
悲
を
か
け
ら

れ
た
女
、
神
に
祝
福
さ
れ
た
女
」

13
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
女
に
対
す

る
ア
ッ
タ
ー
ル
の
肯
定
的
・
好
意
的
な
視
線
が
窺
わ
れ
る
。

　
で
は
次
に
、
非
の
打
ち
所
の
な
い
美
女
と
は
対
照
的
と
も
い
え
る
、
老

婆
を
主
人
公
と
し
た
作
品
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
．
老
婆
の
物
語

　
老
婆
が
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
物
語
は
全
部
で
八
話
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
二
つ
の
逸
話
（
第
九
章
第
九
話
と
第

十
四
章
第
五
話
）
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
二
話
と
も
た
い
へ
ん
短

い
逸
話
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
全
文
を
訳
出
す
る
。

「
心
燃
え
尽
き
た
老
婆
の
話
」（
第
九
章
第
九
話
）

　
あ
る
日
バ
グ
ダ
ー
ド
の
バ
ー
ザ
ー
ル
か
ら
怖
ろ
し
い
火
の
手
が
あ
が
り

ま
し
た
。
人
々
の
間
か
ら
悲
鳴
が
上
が
り
、
火
事
で
大
騒
ぎ
と
な
り
ま
し

た
。

　
そ
こ
に
哀
れ
で
不
幸
な
老
婆
が
杖
を
手
に
現
れ
ま
し
た
。
誰
か
が
彼
女

に
言
い
ま
し
た
。

「
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
、
気
で
も
狂
っ
た
か
。
あ
ん
た
の
家
も
燃
え
て
い

る
ぞ
。」

女
は
言
い
ま
し
た
。 

「
気
が
ち
が
っ
て
い
る
の
は
お
前
さ
ん
の
ほ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
ま
ら
っ

し
ゃ
い
！

　
神
は
私
の
家
を
燃
や
し
は
せ
ん
の
じ
ゃ
。」
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つ
い
に
火
は
家
々
を
焼
き
尽
く
し
ま
し
た
が
、
そ
の
老
婆
の
家
は
燃
え

ず
に
無
事
に
残
っ
た
の
で
、
人
々
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
お
い
、
苦
痛
と
悲
哀
に
身
を
置
く
婆
さ
ん
、
あ
ん
た
は
こ
の
謎
を
ど
う

し
て
知
っ
て
い
た
の
か
い
？
」

す
る
と
そ
の
謙
虚
な
老
婆
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。

「
神
は
私
の
家
か
心
か
、
ど
っ
ち
か
し
か
燃
や
せ
な
い
の
さ
。
神
は
私
の

狂
っ
た
心
を
す
で
に
悲
し
み
で
燃
や
し
て
し
ま
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
私
の

家
ま
で
燃
や
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
さ
。」

14

「
老
婆
が
シ
ャ
イ
フ
に
忠
告
す
る
話
」（
第
十
四
章
第
五
話
）

　
あ
る
日
敬
虔
な
シ
ャ
イ
フ
が
壁
の
ミ
フ
ラ
ー
ブ
（
モ
ス
ク
内
で
メ
ッ
カ

の
方
角
に
あ
る
壁
龕
）
に
背
を
向
け
て
座
っ
て
い
る
と
、
モ
ス
ク
の
ド
ア

か
ら
一
人
の
老
婆
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
女
の
性
根
は
ア
リ
フ
の
よ
う

に
真
っ
直
ぐ
で
し
た
が
、
背
は
ダ
ー
ル
の
よ
う
に
曲
が
っ
て
い
ま
し
た
。

老
婆
は
シ
ャ
イ
フ
に
言
い
ま
し
た
。

「
お
前
さ
ん
、死
に
か
け
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、穢
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、

清
廉
を
誇
示
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
シ
ャ
イ
フ
と
い
う
地
位
に
い
る
こ

と
に
思
い
上
が
っ
て
い
る
な
。
外
に
出
な
、
さ
あ
、
ミ
フ
ラ
ー
ブ
の
前
か

ら
ど
き
な
さ
れ
。」

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
あ
な
た
は
自
分
の
身
近
な
人
々
の
た
め
に
多
く
の
事
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
彼
ら
に
賞
賛
さ
れ
励
ま
さ
れ
る
こ
と
で
あ
な
た
の
信
仰
心
は
失
せ
、

上
り
つ
め
た
地
位
に
思
い
上
が
り
、
あ
な
た
の
行
動
の
記
録
書
を
黒
く
し

て
し
ま
っ
た
。
お
お
、
愛
し
い
者
よ
、
自
ら
を
愛
で
燃
や
せ
。
地
獄
を
怖

れ
る
が
ゆ
え
の
崇
拝
や
礼
拝
を
お
こ
な
っ
て
も
意
味
は
な
い
。
そ
れ
で
は

未
熟
な
禁
欲
主
義
者
に
す
ぎ
な
い
。
禁
欲
主
義
者
に
成
熟
を
求
め
る
の
は

誤
り
だ
。
な
ぜ
な
ら
禁
欲
主
義
者
は
未
熟
で
、
ま
る
で
生
焼
け
の
レ
ン
ガ

に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
愛
を
知
る
恋
人
は
蝋
燭
の
よ
う
に
身
を
焦
が
し
涙

を
流
す
。
そ
の
涙
や
熱
情
の
中
に
自
ら
を
集
約
さ
せ
て
い
る
。
一
晩
中
涙

を
流
し
身
を
焦
が
し
、
陽
が
昇
る
頃
に
は
命
の
灯
は
消
え
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
涙
も
涸
れ
果
て
、
身
を
焦
が
す
ほ
ど
の
思
い
も
冷
め
、
命
の
灯

が
消
え
れ
ば
、
彼
の
名
は
「
愛
し
い
人
に
殺
さ
れ
た
者
」
と
な
る
。
彼
は

帳
の
内
で
愛
し
い
人
と
結
ば
れ
、
彼
に
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
何
も
な

く
な
る
の
だ

15
。

物
語
の
分
析

　
第
一
章
で
も
指
摘
し
た
が
、
老
婆
の
物
語
の
中
で
も
、
ペ
ル
シ
ア
語
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
形
の
特
徴
を
生
か
し
た
、
伝
統
的
な
直
裁
な
比
喩
表

現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
二
番
目
の
逸
話
で
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
腰
の
曲

が
っ
た
老
女
の
姿
を「
ダ
ー
ル
」と
形
容
す
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
十
番
目
の
文
字
ダ
ー
ル
は 

 د
と
い
う
湾
曲
し
た
形
状
な
の
で
、

腰
の
曲
が
っ
た
老
人
の
姿
の
譬
え
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
最
初
の
文
字
ア
リ
フ 

 ا

は
棒
が
真
っ
直
ぐ
立
っ
た

よ
う
な
形
状
で
、
こ
こ
で
は
老
婆
の
飾
り
気
の
な
い
、
心
の
中
を
直
裁
に

表
現
す
る
性
格
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
ア
ッ
タ
ー
ル
の
逸
話
に
お
い

て
は
、
老
婆
が
手
に
す
る
杖
の
形
状
の
譬
え
と
し
て
ア
リ
フ
が
用
い
ら
れ
て
い

る
場
合
も
あ
る
）

16
。

ま
た
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
お
け
る
老
婆
は
、
い
つ
始
ま
っ
て
い
つ
終
わ

る
と
も
知
れ
ぬ
こ
の
世
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る

17
。
こ

こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ひ
た
す
ら
糸
車
を
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回
し
糸
を
紡
ぎ
続
け
る
老
婆
の
姿
に
現
世
を
譬
え
る
の
が
ペ
ル
シ
ア
文

学
の
常
套
手
段
で
、
ア
ッ
タ
ー
ル
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
長
い
年
月
を

表
す
の
で
あ
れ
ば
性
別
は
問
わ
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
糸
車
の
前
に
座
っ
て

ひ
た
す
ら
糸
を
紡
ぎ
続
け
る
と
い
う
絵
図
に
は
、
や
は
り
年
を
重
ね
た
女

性
の
姿
が
ふ
さ
わ
し
い
と
詩
人
た
ち
が
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

年
齢
を
重
ね
た
人
の
人
生
経
験
は
、何
物
に
も
代
え
難
い
宝
物
で
あ
る
。

ア
ッ
タ
ー
ル
は
説
話
の
中
で
、
そ
の
宝
物
を
持
つ
老
婆
に
堂
々
と
自
ら
の

思
う
と
こ
ろ
を
発
言
さ
せ
て
い
る
。
最
初
の
逸
話
で
は
、
老
婆
の
家
だ
け

燃
え
な
い
保
証
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
誰
も
が
思
う
の
だ
が
、
結
局
は

老
婆
の
言
う
通
り
に
奇
跡
が
起
こ
り
、
彼
女
の
家
だ
け
が
惨
禍
か
ら
免
れ

る
。こ

こ
で
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
「
狂ウ

ガ

ラ

ー

イ

ェ

・

マ

ジ

ャ

ー

ニ

ー

ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」

18
に
課
し
た

の
と
同
じ
役
割
を
老
婆
に
担
わ
せ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

奇
跡
を
目
の
当
た
り
に
す
る
前
、
人
々
は
老
婆
に
「
気
で
も
狂
っ
た
か
」

言
っ
て
い
る
。
通
常
、
正
気
で
あ
れ
ば
発
言
し
な
い
（
ま
た
は
発
言
で
き

な
い
）
言
葉
を
、
ア
ッ
タ
ー
ル
は
度
々
老
婆
の
口
を
借
り
て
語
る
。
他
の

逸
話
で
も
、
例
え
ば
ガ
ズ
ナ
朝
の
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
に
向
か
っ
て

堂
々
と
物
申
す
姿
や
、
き
ら
び
や
か
な
王
侯
貴
族
を
「
着
飾
る
こ
と
に
夢

中
と
は
な
ん
と
哀
れ
な
奴
」
と
平
然
と
批
判
し
た
り
す
る
老
婆
の
姿
も
描

か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
社
会
の
不
満
の
代
弁
者
と
し
て
、
ア
ッ
タ
ー
ル

は
老
婆
に
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
老
婆
が
自
分
の
家
は
燃
え
な
い
と
豪
語
し
た
の
に
は
、
別
の

理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
全
存
在
を
賭
し
て
神

を
崇
拝
し
、
神
に
対
し
て
強
く
純
粋
な
愛
を
抱
き
続
け
、
心
を
燃
や
し
尽

く
し
た
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
奇
跡
を
起
こ
す
力
を
備
え

る
た
め
に
は
、
た
だ
単
に
無
味
乾
燥
な
隠
遁
・
禁
欲
生
活
を
送
る
の
で
は

な
く
、
愛
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
ア
ッ
タ
ー
ル
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

窺
わ
れ
る
。

神
秘
主
義
道
に
お
い
て
神
と
邂
逅
す
る
に
は
隠
遁
生
活
だ
け
で
は
不
十

分
で
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
す
べ
て
を
賭
す
ほ
ど
の
激
し
く
強
い
真
の
愛
が

必
要
で
あ
る
強
調
す
る
の
が
、
二
番
目
の
逸
話
で
あ
る
。
現
代
イ
ラ
ン
を

代
表
す
る
ペ
ル
シ
ア
文
学
研
究
者
プ
ー
ル
ナ
ー
ム
ダ
ー
リ
ヤ
ー
ン
は
、
こ

の
物
語
を
丹
念
に
細
か
く
分
析
し
た
結
果
、
隠
者
と
恋
す
る
者
へ
の
ア
ッ

タ
ー
ル
自
身
の
見
解
が
、
平
易
で
明
解
な
言
葉
で
示
さ
れ
た
、
お
そ
ら

く
最
初
で
最
古
の
物
語
が
こ
の
逸
話
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
そ
し
て
、

ア
ッ
タ
ー
ル
の
他
の
叙マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー

事
詩
と
り
わ
け
か
の
有
名
な
『
鳥
の
言
葉
』
の
中

の
「
シ
ャ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
物
語
」
や
数
多
の
抒ガ

ザ

ル

情
詩
に
も
こ
う
し
た

ア
ッ
タ
ー
ル
の
見
解
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る

19
。

　
今
一
度
、
二
番
目
の
逸
話
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
こ
の
話
で
は
、
老

婆
は
愛
を
知
ら
な
い
隠
者
た
る
シ
ャ
イ
フ
を
未
熟
者
と
見
做
す
（
未
熟
さ

を
「
生
焼
け
の
レ
ン
ガ
」
に
譬
え
る
の
は
、
日
干
し
レ
ン
ガ
で
建
物
を
造
る
地

域
な
ら
で
は
の
表
現
と
い
え
よ
う
か
）。
シ
ャ
イ
フ
に
は
愛
の
経
験
が
な
く
、

心
を
燃
や
す
こ
と
も
愛
の
苦
痛
を
味
わ
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
師
と
な

り
、
多
く
の
弟
子
が
い
る
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
る
。
こ
の
自
尊
心
と
い

う
帳
、
自
分
と
い
う
あ
り
が
た
い
存
在
が
人
々
を
幸
福
に
し
て
や
れ
る
の

だ
と
い
う
奢
っ
た
考
え
が
あ
る
限
り
、
隠
者
は
不
完
全
な
ま
ま
で
あ
る
と

老
婆
は
指
摘
し
、
自
分
と
同
じ
空
間
に
身
を
置
く
に
は
、
愛
を
経
験
し
愛

の
苦
痛
や
苦
難
に
耐
え
よ
、
と
隠
者
に
向
か
っ
て
言
い
放
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
で
は
、
老
婆
が
シ
ャ
イ
フ
に
対
し
、
彼
が
不
完
全
で
未
熟
だ
と

叱
責
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
か
の
シ
ャ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
は
あ

る
夢
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
後
愛
に
翻
弄
さ
れ
、
愛
に

起
因
す
る
多
く
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
。
こ
の
叱
責
や
夢
と
い
う
ほ
ん
の
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些
細
に
見
え
る
出
来
事
こ
そ
が
、
自
尊
心
と
い
う
帳
を
取
り
払
う
た
め
に

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
恩
寵
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
の
抒
情
詩

で
は
、
美
し
い
人
間
の
姿
で
現
れ
る
神
や
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
供
、
ペ
ル
シ
ア
の
美
少
年
、
ト
ル
コ
人
、

美
女
ら
が
隠
者
の
前
に
現
れ
、
隠
者
を
愛
と
い
う
酒
に
酔
わ
せ
、
モ
ス
ク

や
庵
か
ら
連
れ
出
す
。
そ
し
て
、
隠
者
は
世
間
の
非
難
と
危
険
に
満
ち
た

小
路
を
彷
徨
っ
た
挙
げ
句
、
よ
う
や
く
愛
の
対
象
と
邂
逅
す
る
に
至
る
。

　
二
番
目
の
逸
話
の
後
半
部
分
は
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
読
者
一
般
に
向
け
て

語
る
忠
告
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
読
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
で
あ

れ
、
多
く
の
人
が
何
か
し
ら
自
分
は
社
会
の
役
に
立
っ
て
き
た
と
思
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
思
い
た
い
の
が
人
の
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
考
え
に
対
し
ア
ッ
タ
ー
ル
は
「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
の
思
い
上
が
り
は
、
最

後
の
審
判
の
日
に
あ
な
た
の
行
状
を
記
し
た
ノ
ー
ト
を
悪
行
で
埋
め
尽

く
す
だ
け
。
お
お
、
愛
し
い
者
よ
、
外
見
や
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
愛
す

る
対
象
へ
の
愛
の
炎
で
自
ら
を
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
が
よ
い
」
と
呼
び

か
け
る
。
精
魂
込
め
て
心
か
ら
愛
し
た
結
果
、た
と
え
命
果
て
よ
う
と
も
、

愛
の
対
象
に
到
達
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
以
上
の
幸
せ
は
な
い
は
ず
、

と
説
く
の
で
あ
る
。

　
ペ
ル
シ
ア
文
学
で
は
、
蝋
燭
が
ぽ
た
ぽ
た
と
蝋
を
垂
ら
し
な
が
ら
あ
か

あ
か
と
燃
え
る
さ
ま
は
、
恋
す
る
者
が
愛
し
い
人
を
思
い
な
が
ら
会
え
な

い
苦
悩
に
涙
を
流
す
さ
ま
と
重
ね
て
表
現
さ
れ
る
。
蝋
燭
は
一
晩
燃
え
続

け
れ
ば
た
い
て
い
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
一
晩
泣
き
明
か
し
た
挙

句
朝
に
命
が
果
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
恋
す
る
者
に
と
っ
て
本
望
と

ア
ッ
タ
ー
ル
は
説
く
。
情
熱
的
で
激
し
い
、
真
の
愛
を
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
人
々
に
知
ら
し
め
た
い
と
強
く
願
う
、
詩
人
と
い
う
表
現
者
の
思
い

の
丈
が
凝
縮
さ
れ
た
、
実
に
美
し
い
比
喩
表
現
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
神
の
書
』
の
完
璧
な
女
性
像
や
老
婆
の
姿
を
通
し
、
我
々
は
修
行
と

い
う
苦
難
も
、
真
の
愛
も
経
た
後
に
、
よ
う
や
く
「
神
」
に
到
達
で
き
る

と
い
う
教
え
を
授
か
っ
た
。
し
か
し
、「
神
」
と
ア
ッ
タ
ー
ル
が
称
す
る

も
の
の
正
体
と
は
何
か
。
ふ
と
疑
問
が
湧
く
。
魂
の
究
極
の
平
穏
や
安
寧

が
保
証
さ
れ
た
境
地
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
出
の
プ
ー
ル

ナ
ー
ム
ダ
ー
リ
ヤ
ー
ン
は
最
新
の
学
会
発
表
に
お
い
て
、
完
全
な
る
性
質

(ṭebāʻ-e tām
)

に
つ
い
て
の
研
究
の
結
果
、
神
秘
主
義
修
行
者
た
ち
が
神
と

の
邂
逅
と
称
す
る
も
の
は
、
実
際
に
は
「
自
分
自
身
の
天
使
の
部
分
」
あ

る
い
は
「
天
界
的
な
自
分
」
と
の
出
会
い
で
あ
る
と
指
摘
し
た

20
。
人
間

誰
に
も
天
使
の
よ
う
に
清
ら
か
な
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
身
を
制
御

し
、
守
り
、
正
し
く
導
い
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
は
自
分
自
身
の
美

し
い
部
分
を
知
る
た
め
に
鍛
錬
の
日
々
を
送
り
、
愛
を
求
め
る
。
神
が
実

在
す
る
か
ど
う
か
は
永
遠
の
謎
で
し
か
な
く
、
よ
っ
て
人
間
が
神
に
会
え

る
保
証
な
ど
な
き
に
等
し
い
。
自
分
の
煩
悩
や
執
着
心
を
削
ぎ
落
と
し
、

身
を
焦
が
す
ほ
ど
の
愛
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
自
分
の
中

の
清
ら
か
で
穢
れ
を
知
ら
な
い
魂
、
自
身
の
天
使
と
い
う
べ
き
最
も
美

し
い
姿
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
一
三
世
紀
の
神
秘
主
義
詩
人
ル
ー
ミ
ー

（R
ūm

ī, Jalāl al-D
īn M

uḥam
m

ad B
alkhī 

一
二
〇
七
―
一
二
七
三
）
が
、
我
々

は
虚
の
世
界
に
生
き
て
お
り
、
真
の
世
界
は
人
間
の
心
の
中
に
あ
る
と

度
々
語
る
よ
う
に
、
人
間
は
実
に
大
い
な
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

我
々
日
本
人
で
あ
れ
ば
「
神
」
と
、
ま
た
各
言
語
や
地
域
に
よ
っ
て
固
有

の
慣
れ
親
し
ん
だ
名
称
で
呼
ん
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
遠
い
世
界
の
、
我
々
と
は
無
関
係
に

見
え
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
が
、
人
間
の
生
き
方
を
追
求
し
た
一

つ
の
方
法
な
の
で
あ
り
、
誰
に
対
し
て
も
理
想
的
な
生
き
方
を
提
示
す
る

ヒ
ン
ト
に
な
り
得
る
と
思
え
て
く
る
。
我
々
も
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
ず
慎

ま
し
や
か
に
、
し
か
し
身
を
焦
が
す
よ
う
な
愛
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
一
度
き
り
の
人
生
を
豊
か
に
生
き
き
っ
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
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さ
れ
た
り
、
麗
人
の
く
る
く
る
と
輪
を
描
い
た
豊
か
な
髪
が
、
時
に
こ
の
ミ
ー
ム

と
六
番
目
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
ジ
ー
ム 

 ج

で
示
さ
れ
た
り
、
時
に
ダ
ー
ル
の
み
で
表
さ

れ
た
り
も
す
る
。
ア
ッ
タ
ー
ル
は
別
の
逸
話
に
お
い
て
、
ア
リ
フ
と
二
七
番
目
の
文
字

ラ
ー
ム
を
組
み
合
わ
せ
た 

 ال

と
い
う
形
状
を
、
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
様
子
に
譬
え
て
も

い
る
。

17
　 ʻA

ṭṭār-i N
īshābūrī, Farīd al-D

īn M
uḥam

m
ad; Shafiʻī K

adkanī, M
oḥam

m
ad-

R
eżā(ed.) 1387/ 2008 p.180-182.

18
　 

「
狂ウ

ガ

ラ

ー

イ

ェ
・
マ

ジ

ャ

ー

ニ

ー

ン

人
の
体
を
な
す
賢
人
」
と
は
、
何
の
恐
れ
も
も
た
ず
に
自
ら
の
主
張
を
声
高

に
語
る
存
在
で
、
善
悪
の
区
別
、
人
間
の
道
徳
的
な
弱
点
を
認
識
し
て
い
る
た
め
、
対

話
の
相
手
や
読
者
に
不
意
打
ち
を
食
ら
わ
せ
る
よ
う
な
鋭
い
言
動
を
見
せ
る
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
佐
々
木 

二
〇
一
五
を
参
照
の
こ
と
。

19
　 Pūrnām

dāriyān 1390: 266.

20
　 C

ongress of Spiritual H
orizon and W

orks of A
ttar-e N

eyshabouri (by G
rant-

in-A
id for Scientific R

esearch(C
), Principal Investigator: SA

SA
K

I Ayano) in U
ni-

versity of Isfahan, 12
th &

 13
th of A

pril, 2015

で
の
プ
ー
ル
ナ
ー
ム
ダ
ー
リ
ヤ
ー
ン
氏

の
口
頭
発
表
に
よ
る
。
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阮
攸
の
生
誕
二
五
〇
周
年
に
あ
た
り
、
八
月
八
日
に
は
ハ
ノ
イ
に
お
い

て
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
翰
林
院
と
、
阮
攸
の
故
郷
に
あ
た
る
ハ
テ
ィ
ン

省
の
人
民
委
員
会
の
主
催
で
「
大
詩
豪
阮
攸
生
誕
二
五
〇
周
年
記
念
国
際

会
議
」
と
い
う
国
際
学
会
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
国
内
外
の
阮
攸
と
『
翹

伝
』
の
研
究
者
が
参
加
、
一
〇
〇
以
上
の
発
表
論
文
の
応
募
が
あ
り
、
当

日
は
選
出
さ
れ
た
代
表
二
十
数
名
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
た
。
国
内
的
に

は
国
威
を
発
揚
し
、
対
外
的
に
は
ベ
ト
ナ
ム
文
化
を
宣
伝
す
る
政
治
的
意

図
も
垣
間
見
え
る
催
し
で
は
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
の
詩
人
を
巡
っ
て
の
こ

れ
ほ
ど
大
規
模
で
盛
大
な
文
学
会
議
は
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
他
に
は
あ
り
え

な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
阮
攸
作
品
も
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
ベ
ト
ナ
ム
古
典
文
学
で
は
な
く
、
近
現
代
文
学
を
中
心
に
研
究
し
て
き

た
。特
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
さ
な
か
の
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
サ
イ
ゴ
ン（
現

ホ
ー
チ
ミ
ン
市
）
の
文
壇
に
現
れ
た
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ンPhạm

 
C

ông Thiện

（
一
九
四
一
─
二
〇
一
一
。
以
下
、
テ
ィ
エ
ン
と
略
）
と
い
う
詩

人
に
し
て
仏
教
思
想
家
で
も
あ
る
人
物
に
つ
い
て
の
研
究
に
長
く
時
間

を
費
や
し
、
二
〇
〇
九
年
に
は
そ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
と
め
た
『
新
し
い

意
識

　
ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
』
を
出
版

し
た

2
。
そ
の
テ
ィ
エ
ン
も
実
は
、
阮
攸
に
関
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
に

心
の
叡
智
（
Ⅱ
）　

　
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮
攸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
平
宗
弘

 

浮
生
、
泡
影
の
ご
と
し
／
万
境
皆
空
の
句
あ
り
／        

    
仏
を
も
っ
て
心
と
な
さ
ば
皆
／
お
の
ず
か
ら
輪
廻
よ
り
超
脱
す

（
阮
攸
「
十
類
衆
生
祭
文
」）

一
．
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
の
中
で
ベ
ト
ナ
ム
を
最
も
代
表
す
る

作
品
を
一
つ
だ
け
選
ぶ
と
す
る
な
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
作
家
、
詩
人
、
文

学
研
究
者
の
多
く
は
、阮

グ
エ
ン
・
ズ
ー攸N

guyễn D
u

（
一
七
六
五
─
一
八
二
〇
）
の
『
翹

伝
』Truyện K

iều

（
一
八
世
紀
末
〜
一
九
世
紀
初
頭
頃
）
を
き
っ
と
選
ぶ
に

違
い
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
文
学
そ
の
も
の
が
世
界
的
に
有
名
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
も
の
の
、
こ
の
『
翹
伝
』
は
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

中
国
語
、
日
本
語
、
そ
の
他
の
外
国
語
に
も
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

フ
ァ
ム
・
ク
ィ
ンPhạm

 Q
uỳnh

（
一
八
九
二
─
一
九
四
五
）
の
有
名
な
言
葉
、

「
翹
伝
が
あ
る
限
り
、
我
々
の
言
葉
は
あ
り
、
我
々
の
言
葉
が
あ
る
限
り
、

我
々
の
国
は
あ
る
」

1
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
国
ベ
ト
ナ
ム
が
世

界
に
誇
る
長
編
韻
文
作
品
で
あ
る
。

本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
一
五
年
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
作
者
で
あ
る
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当
時
の
サ
イ
ゴ
ン
で
出
版
さ
れ
た
幾
つ
か
の
書
物
の
中
で
言
及
し
、
そ
の

後
、
一
九
九
六
年
に
は
亡
命
先
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、『
阮
攸

　
民
族

的
大
詩
豪
』
と
い
う
、
四
五
〇
ペ
ー
ジ
近
く
に
及
ぶ
、
阮
攸
お
よ
び
『
翹

伝
』
に
関
す
る
論
考
を
一
冊
出
版
し
て
い
る
。
拙
著
で
は
、
テ
ィ
エ
ン
の

作
品
お
よ
び
思
想
の
す
べ
て
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
の
、
し

か
し
な
が
ら
率
直
に
言
え
ば
、
彼
の
思
想
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
の
に

十
分
な
力
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
拙
著
で
は
十
分
に
議
論
で
き
な
か
っ

た
未
解
明
の
問
題
の
一
部
に
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
を
い
か
に
読
み
、
ど

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
十
分
に
論
ず
る
こ
と
の
で
き
な

い
ま
ま
で
い
た
「
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮
攸
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
も

う
一
度
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
を
読
み
直
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
本
稿

の
構
成
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
テ
ィ
エ
ン
が
二
〇
代
の
頃
の
著
作
の
内
容

の
考
察
と
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
し
亡
命
者
の
立
場
に
な
っ
て
以
降
の
著

作
、
と
り
わ
け
『
阮
攸

　
民
族
的
大
詩
豪
』（
以
下
、『
阮
攸
』
と
略
）
の

内
容
の
考
察
に
大
き
く
二
分
し
、さ
ら
に
、『
阮
攸
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

テ
ィ
エ
ン
に
よ
る
阮
攸
の
評
価
を
、
詩
作
面
と
思
想
面
と
に
分
け
、
彼
が

阮
攸
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
考
察
を
進
め
て
い
く
。

な
お
、
本
稿
の
題
名
を
「
心
の
叡
智
（
Ⅱ
）」
と
し
た
の
は
、
上
述
の

拙
著
の
終
章
章
題
が
「
心
の
叡
智
」
で
、
本
稿
が
そ
れ
を
継
承
す
る
考
察

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

二
．
一
九
六
〇
年
代
の
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
に
お
け
る
阮
攸

一
九
六
四
年
に
評
論
集
『
文
芸
と
哲
学
に
お
け
る
新
し
い
意
識
』
を
出

版
し
て
サ
イ
ゴ
ン
の
文
壇
に
本
格
的
に
登
場
し
て
か
ら
、
一
九
七
〇
年
に

突
然
、
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
し
て
し
ま
う
ま
で
の
間
に
、
テ
ィ
エ
ン
は

詩
、
小
説
、
思
想
書
、
そ
し
て
翻
訳
ま
で
合
わ
せ
れ
ば
二
〇
冊
近
く
の

本
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
阮
攸
に
最
も
言
及
し
て
い
る
著
作
は

一
九
六
七
年
出
版
の
思
想
書
『
深
淵
の
沈
黙
』
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
書

か
れ
た
阮
攸
あ
て
の
献
辞
を
見
れ
ば
、
す
ぐ
に
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
阮

攸
の
存
在
の
重
要
性
が
分
か
る
。

雲
突
き
抜
け
る
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
、
秋
風
と
と
も
に
老
い
、
東
洋
に

お
け
る
最
も
偉
大
な
五
人
の
詩
人
の
う
ち
の
一
人
と
な
っ
た
、
ベ
ト
ナ
ム

の
思
想
と
詩
歌
の
白
髪
の
父

グ
エ
ン
・
ズ
ー
に
送
る

一
九
六
六
年
五
月
二
二
日
、
パ
リ

フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ
ン

3

こ
こ
で
テ
ィ
エ
ン
が
形
容
し
て
い
る
、「
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
、
秋
風

と
と
も
に
老
い
」
た
「
白
髪
」
の
人
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
阮
攸
が
父

親
の
郷
里
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
僊
田
村
で
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
に
作

ら
れ
た
漢
詩
の
描
写
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
阮
攸
は
、
黎
朝
の
宰

相
で
あ
っ
た
父
親
、
阮
儼
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
九
歳
の
時
に
郷
試
を

受
け
て
三
場
に
合
格
し
、
官
吏
の
道
を
進
む
は
ず
だ
っ
た
も
の
の
、
二
一

歳
の
時
に
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
か
ら
興
っ
た
西
山
阮
氏
に
よ
っ
て
黎
朝
は
滅

ぼ
さ
れ
、
二
三
歳
の
時
に
は
昇
龍
（
現
在
の
ハ
ノ
イ
）
を
離
れ
て
、
最
初

は
妻
の
故
郷
に
身
を
潜
め
、
一
七
九
六
年
頃
、
彼
が
三
〇
代
に
入
っ
た
頃

か
ら
一
八
〇
二
年
に
な
っ
て
阮
朝
に
仕
え
る
ま
で
、
僊
田
村
で
隠
遁
生
活

を
送
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
隠
遁
暮
ら
し
の
三
〇
代
初
め
に
は
阮
攸
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は
す
で
に
白
髪
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
気
に
し
て
い
た
様
子
が
彼
の
当

時
の
多
く
の
漢
詩
か
ら
う
か
が
え
る
。
地
元
の
連
山
で
、
九
九
の
頂
が
あ

る
と
言
わ
れ
る
鴻
嶺
に
入
っ
て
の
狩
猟
を
好
ん
で
い
た
こ
と
も
、
号
の
ひ

と
つ
が
「
鴻
山
猟
戸
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
漢
詩
の
中
か
ら
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

献
辞
に
戻
れ
ば
、「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
と
詩
歌
の
白
髪
の
父
」
と
い
う

表
現
か
ら
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
詩
歌
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
思
想
に
つ

い
て
も
「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
し
、「
東
洋
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
五
人
の
詩
人
の
う
ち
の
一
人
」

と
い
う
表
現
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
テ
ィ
エ
ン
の
阮
攸
評
価
が
単
に
絶

大
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
阮
攸
の
詩
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
思
想
表

明
で
あ
り
、
そ
の
思
想
性
も
詩
人
と
し
て
の
偉
大
さ
を
保
証
す
る
も
の
だ

と
お
そ
ら
く
テ
ィ
エ
ン
が
捉
え
て
い
た
こ
と
、
要
す
る
に
詩
人
阮
攸
の
詩

作
品
に
現
れ
て
い
る
思
想
性
を
テ
ィ
エ
ン
が
大
い
に
評
価
し
て
い
た
こ

と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
鴻
山
の
頂
に
黙
っ
て
坐
っ
て
い
る
（
と
テ
ィ
エ
ン
が
想
像
し
た
）

阮
攸
の
姿
は
、
こ
の
献
辞
の
次
ペ
ー
ジ
に
置
か
れ
た
、「
深
淵
と
高
峰
の

は
ざ
ま
を
行
く
」
と
い
う
題
の
序
文
相
当
の
文
章
冒
頭
に
引
か
れ
て
い
る

一
二
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
の
禅
僧
、
空
路
（
？
─
一
一
一
九
）
の
、「
有
時
直
上

孤
峯
頂
／
長
嘯
一
声
寒
太
虚
」
と
い
う
偈
に
基
づ
き
語
ら
れ
る
、
孤
峯
の

頂
き
に
立
っ
て
叫
び
上
げ
る
姿
と
、「
沈
黙
」
と
「
叫
び
」
と
の
対
極
性

を
示
し
つ
つ
も
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
印
象
を
読
者
に
与
え
る
だ
ろ

う
。『

深
淵
の
沈
黙
』
本
論
で
は
、
第
一
章
「RED

U
CTIO

 AD
 IM

PO
SSIBLE

　
弁
証
法
破
壊
の
道
」
の
中
の
、「
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
は
、〈
性
〉Tính

と
〈
越
〉V

iệt

の
思
想
で
あ
る
。〈
性
〉
と
〈
越
〉
は
李
朝
時
代
に
最
も

強
烈
に
完
成
し
、
阮
攸
と
阮
秉
謙
〔
一
四
九
一
─
一
五
八
五
。
莫
氏
時
代
の

官
僚
、
文
人
〕
に
お
い
て
最
も
輝
か
し
く
体
現
さ
れ
た
」

4
と
い
う
一
文

か
ら
始
ま
る
段
落
に
お
い
て
、
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想

で
あ
る
〈
性
〉
と
〈
越
〉
の
思
想
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
阮
攸
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

阮
攸
は
〈
性
〉
を
〈
命
〉
に
返
し
た
。（cf.

『
清
軒
詩
集
』。
性
成
鶴
脛

何
容
断
、
命
等
鴻
毛
不
自
知
）。
荘
子
は
老
子
を
裏
切
り
、
そ
し
て
老
子

の
思
想
を
破
壊
し
た
。
荘
子
こ
そ
が
、
老
子
の
思
想
を
廃
滅
に
至
ら
せ
る

道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。『
南
華
経
』
に
お
い
て
、荘
子
は
〈
性
〉
を
〈
生
〉

に
落
と
し
、〈
生
〉
は
性
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
（cf. 

「
徳
充
符
」、
幸
能

正
生
、
以
正
衆
生
）。〔
中
略
〕

阮
攸
こ
そ
が
〈
性
〉
を
〈
命
〉
に
返
し
た
。〈
性
〉
を
〈
生
〉
か
ら
〈
命
〉

に
返
し
た
の
で
あ
る
。
阮
攸
は
荘
子
を
転
化
し
、
そ
し
て
荘
子
を
越
え
た
。

〈
性
〉
と
〈
越
〉
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
生
〉
を
破
毀
し
た
。

阮
攸
の〈
性
〉は
、〈
命
〉の〈
性
〉で
あ
る
。
阮
攸
の〈
越
〉は（
グ
エ
ン
・
ズ
ー

自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』
か
ら
生
ま
れ
た
〈
禅
〉

の
〈
越
〉
で
あ
る
。

5

概
念
の
羅
列
と
論
の
圧
縮
で
分
か
り
に
く
い
一
節
だ
が
、
こ
こ
に
呈
示

さ
れ
て
い
る
個
々
の
概
念
の
意
味
解
釈
に
は
深
く
入
り
込
ま
ず
、
形
式
的

に
テ
ィ
エ
ン
の
思
考
を
追
っ
て
い
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
確
認
で
き
る
の

は
、
老
子
の
思
想
に
は
元
来
あ
っ
た
〈
性
〉
を
、
荘
子
が
〈
生
〉
へ
と
下

落
さ
せ
た
、
と
い
う
よ
う
に
テ
ィ
エ
ン
が
荘
子
を
批
判
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
荘
子
の
思
想
は
、〈
性
〉
を
忘
却
し
た
〈
生
〉
の
思
想
で
あ
る
、

と
テ
ィ
エ
ン
は
言
い
た
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
参
照
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さ
れ
て
い
る
の
が
、『
荘
子
』「
徳
充
符
篇
」
の
一
節
で
、確
か
に
こ
の
『
荘

子
』
の
一
節
に
は
、「
性
」
と
い
う
語
は
現
れ
ず
、「
生
」
の
字
が
「
正
生
」

と
し
て
「
正
し
い
」
価
値
が
付
加
さ
れ
て
現
れ
て
い
る
。

一
方
、
阮
攸
に
つ
い
て
は
、『
荘
子
』「
駢
拇
篇
」
の
一
節
「
鶴
脛
雖
長
、

断
之
則
悲
、
故
性
長
非
所
断
」（
鶴
の
足
は
長
く
て
も
そ
れ
を
短
く
た
ち
切
ら

れ
た
ら
悲
し
む
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
生
ま
れ
つ
き
長
い
も
の
は
〔
長
い
か
ら
と

い
っ
て
〕
た
ち
切
る
べ
き
で
は
な
〔
い
〕）6
を
、阮
攸
が
自
ら
の
漢
詩
の
中
で
、

「
性
成
鶴
脛
何
容
断
、
命
等
鴻
毛
不
自
知
」（
性
は
鶴
の
脛
を
成
す
、
何
ぞ
断

つ
を
容
す
。
命
は
鴻
毛
に
等
し
く
も
、
自
ら
は
知
ら
ず
）

7
と
い
う
よ
う
に
取

り
込
み
、
荘
子
と
同
じ
く
「
性
」
と
い
う
語
を
用
い
な
が
ら
も
阮
攸
は
荘

子
と
は
異
な
る
意
味
で
「
性
」
と
い
う
語
を
使
用
し
、
荘
子
の
（
小
文
字

の
）「
性
」
の
意
味
を
変
容
さ
せ
て
、〈
性
〉
の
思
想
を
呈
示
し
て
い
る
の
だ
、

と
テ
ィ
エ
ン
は
見
な
す
。
ま
た
、「
性
」
と
「
命
」
と
が
並
列
的
に
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、荘
子
の
〈
生
〉
の
思
想
で
は
（
小
文
字
の
）
性
（
個

別
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
格
、性
質
と
解
し
た
い
）
へ
と
意
味
が
変
容
し
て
〈
命
〉

か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
〈
性
〉
を
、〈
命
〉
へ
と
引
き
戻
し
た
、
の

だ
と
テ
ィ
エ
ン
は
考
え
て
い
る
。
補
足
し
て
お
け
ば
、
テ
ィ
エ
ン
の
参
照

し
た
『
荘
子
』「
徳
充
符
篇
」
の
一
節
の
前
に
は
、「
受
命
於
天
、
唯
舜
独

也
正
」（
命
を
天
に
受
く
る
は
、
唯
だ
舜
の
み
独
り
正
し
）

8
と
あ
り
、
こ
の

一
節
か
ら
は
、
荘
子
の
「
命
」
は
天
に
お
け
る
命
と
し
て
、
天
と
関
連
付

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
「
命
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
が
、
舜

の
正
し
い「
生
」で
あ
っ
た
の
だ
、と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の「
徳

充
符
篇
」
の
一
節
で
は
、
字
面
だ
け
見
れ
ば
確
か
に
「
性
」
は
不
在
で
あ

る
た
め
、「
命
」
と
は
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
駢
拇
篇
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
引
用
部
分
の
前
後
ま
で
確
認
す
る
と
、「
性
」
そ
し
て
「
性

命
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
が
、
テ
ィ
エ
ン
の
考
え
で
は
、
そ
の
荘
子
の

「
性
」
は
、
大
文
字
の
〈
性
〉
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
小
文
字
の
「
性
」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
や
は
り
〈
性
〉
と
〈
命
〉
と
は
離
れ
て

い
る
と
見
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、阮
攸
の
漢
詩
で
は
、「
性
」と「
命
」

と
を
並
列
さ
せ
、
対
句
表
現
に
よ
っ
て
両
者
を
同
じ
意
味
範
囲
内
に
関
連

付
け
て
い
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
の
鍵
概
念
で
あ
る
〈
性
〉
の
意
味
を
確

認
し
て
お
く
と
、
そ
こ
に
は
多
重
の
意
味
が
重
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
最

も
重
要
な
二
つ
の
意
味
は
、（
一
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のbhāva

の
漢

訳
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
語
源
学
的
に
ド
イ
ツ
語sein

動
詞
の

bin, bist

と
梵
語
のbhāva

が
同
根
の
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に

し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
のSein

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、（
二
）
禅
の
「
見
性
」
の
「
性
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ

9
。「
性
」
を
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
意
味
で
捉
え
て
、
阮

攸
の
先
の
漢
詩
の
一
節
を
い
わ
ば
存
在
論
的
に
読
む
な
ら
、
確
か
に
哲
学

的
意
味
解
釈
の
可
能
性
は
広
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、こ
こ
で
、テ
ィ

エ
ン
の
荘
子
評
価
の
妥
当
性
に
関
す
る
議
論
は
別
の
機
会
に
回
す
と
し

て
、
阮
攸
の
漢
詩
だ
け
に
問
題
を
絞
り
、
そ
れ
を
虚
心
に
読
む
な
ら
、
阮

攸
の
記
し
た
「
性
」
が
、
テ
ィ
エ
ン
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
〈
性
〉
の
意

味
と
し
て
素
直
に
読
め
る
か
と
い
う
と
甚
だ
疑
問
で
、
テ
ィ
エ
ン
の
読
み

は
、
偶
々
阮
攸
の
漢
詩
の
一
節
に
テ
ィ
エ
ン
に
と
っ
て
の
鍵
概
念
で
あ

る
「
性
」
と
「
命
」（『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
「
性
命
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
のdas 

G
eschick des Seins

の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）
と
が
併
記
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
そ
れ
を
自
身
の
思
想
に
当
て
は
め
取
り
込
ん
だ
、
か
な
り

強
引
で
性
急
す
ぎ
る
読
み
な
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
え
な
く
も

な
い
。
テ
ィ
エ
ン
が
引
く
阮
攸
の
漢
詩
の
一
節
は
、
隠
遁
暮
ら
し
の
時
代

に
作
ら
れ
た
「
自
嘆
（
一
）」
と
い
う
題
の
一
首
に
あ
る
も
の
な
の
だ
が
、
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そ
の
作
品
は
、
題
名
か
ら
も
推
測
が
つ
く
よ
う
に
、
行
方
の
定
か
で
な
い

人
生
を
嘆
き
、
自
ら
の
運
命
に
対
し
て
不
安
を
募
ら
せ
て
い
る
阮
攸
の
厭

世
的
な
思
い
を
吐
露
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
阮
攸
の
「
自
嘆
」
の
中

の
消
極
的
な
「
性
」
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
序
文
に
お
い
て
、
空
路
禅
師

が
山
頂
で
叫
ん
だ
と
き
に
響
い
た
、「
深
淵
の
沈
黙
」
か
ら
起
ち
上
が
る

初
源
的
な
〈
性
〉
と
〈
越
〉
の
響
き
と
は
、
性
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
阮
攸
の
漢
詩
「
自
嘆
」
に
は
人
生
、
運
命
に
対

す
る
深
い
嘆
き
と
悲
し
み
は
あ
る
も
の
の
、
空
路
の
（
そ
し
て
空
路
そ
の

も
の
と
な
っ
た
テ
ィ
エ
ン
の
）
叫
び
に
感
じ
ら
れ
る
、
絶
望
と
虚
無
の
ど
ん

底
を
突
き
抜
け
た
よ
う
な
、
そ
の
「
底
抜
け
」
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
に

は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阮
攸
の
「
自
嘆
」
の
一
節
に
対

す
る
テ
ィ
エ
ン
の
解
釈
の
強
引
さ
の
証
左
と
な
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な

い
が
、
そ
の
一
節
を
テ
ィ
エ
ン
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』

の
先
の
引
用
の
一
箇
所
の
み
で
、
そ
の
他
の
テ
ィ
エ
ン
の
著
作
に
は
見
当

た
ら
な
い
こ
と
も
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
対
し
、
先
の
引
用
の
中
で
よ
り
重
要
な
の
は
、「
阮
攸
の
〈
越
〉

は
（
グ
エ
ン
・
ズ
ー
自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』
か
ら

生
ま
れ
た〈
禅
〉の〈
越
〉で
あ
る
」と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
文
の「（
グ

エ
ン
・
ズ
ー
自
身
が
千
回
以
上
も
読
ん
だ
と
言
う
）『
金
剛
経
』」
と
い
う
表

現
は
、
阮
攸
の
漢
詩
「
梁
昭
明
太
子
分
経
石
台
」（
以
下
、「
石
台
」
と
略
）

の
一
節
「
我
読
金
剛
千
遍
零
」
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
先
の
「
自
嘆
」

と
は
異
な
り
、「
石
台
」
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
そ
の
他
の
著
作
で
も
何
度
も

言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
重
要
性
が
分
か
る
。
た
だ
、
こ
の
詩

の
内
容
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
漢

詩
「
石
台
」
が
、
阮
攸
の
思
想
の
中
核
に
仏
教
思
想
と
り
わ
け
禅
の
思
想

が
あ
る
こ
と
を
テ
ィ
エ
ン
に
確
信
さ
せ
た
詩
で
あ
り
、
す
で
に
こ
の
頃
か

ら
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
中
の
仏
教
思
想
を
論
ず
る
際
の
大
き
な
根
拠
と

な
っ
て
い
る
詩
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
た
い
。

『
深
淵
の
沈
黙
』
の
他
に
も
、『
思
想
の
深
淵
』

10
や
そ
の
他
の
著
作
で

も
阮
攸
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
阮
攸
の
最
高

傑
作
『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
テ
ィ
エ
ン
の
阮
攸
に
対

す
る
評
価
は
、
す
べ
て
阮
攸
の
漢
詩
作
品
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。『
翹

伝
』
か
ら
の
引
用
は
、
筆
者
が
確
認
し
た
か
ぎ
り
で
は
、『
新
し
い
意
識
』

第
四
版
で
サ
ロ
ー
ヤ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
章
の
末
尾
に
新
た
に
書
き

加
え
た
文
章
に
一
句
あ
る
の
み
に
と
ど
ま
る

11
。『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用

が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
ま
だ
こ
の
時
点
で
、
ベ
ト
ナ
ム
語

そ
の
も
の
を
重
要
視
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
、「
性
」、「
越
」
と
い
う
語
で
も
っ
て
ベ

ト
ナ
ム
思
想
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
く
る
。
概
念
を
表
す

の
に
漢
字
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
、
よ
く
言
わ
れ
る
漢
字
と
い

う
文
字
固
有
の
性
質
を
除
け
ば
、『
深
淵
の
沈
黙
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
に

は
、
テ
ィ
エ
ン
は
ま
だ
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
の
中
で
漢
語
を
無
意
識
裡
に
権

威
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
重
ん
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
い
く
ら
「
ベ
ト
ナ
ム
思
想
」
な
る
も
の
を
唱
え
て
も
、
そ
の
思

想
を
表
現
す
る
語
が
漢
語
起
源
の
語
で
あ
れ
ば
、「
純
粋
な
ベ
ト
ナ
ム
思

想
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
断
っ
て
お
け
ば
、
混

淆
に
よ
っ
て
こ
そ
文
化
は
豊
穣
に
な
る
と
考
え
て
い
る
筆
者
自
身
は
、
そ

の
よ
う
な
排
他
的
な
「
純
粋
性
」
に
は
賛
同
し
な
い
し
、
テ
ィ
エ
ン
の
思

想
も
古
今
東
西
の
「
混
淆
性
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
普
遍
へ
と
突
き
抜
け

て
い
く
力
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
テ
ィ
エ
ン
は
『
深

淵
の
沈
黙
』
執
筆
以
降
に
、
ベ
ト
ナ
ム
思
想
を
「
純
粋
な
」
ベ
ト
ナ
ム
語

で
語
る
こ
と
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
し
て
、
ド
イ
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ツ
語
そ
の
も
の
で
思
想
し
て
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
熱
心
な
読
者
で
も

あ
っ
た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。『
深
淵
の
沈
黙
』
出
版
後
ま
も
な

く
、
一
九
七
〇
年
に
出
た
『
新
し
い
意
識
』
第
四
版
で
新
た
に
加
え
ら
れ

た
序
文
で
は
、
英
語
で
言
え
ば a

や the

の
よ
う
な
冠
詞
的
用
法
も
あ
る

類
別
詞
と
呼
ば
れ
る
品
詞
で
も
あ
り
、
日
常
的
な
ベ
ト
ナ
ム
語
で
ご
く
当

た
り
前
に
用
い
ら
れ
るcái

〔
母
、
事
物
〕 

やcon

〔
子
、
動
物
〕、
そ
し
て
、

chảy

と
言
え
ば
「
流
れ
る
」
の
意
味
に
な
り
、 cháy

な
ら
ば
「
燃
え
る
」

の
意
味
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
に
あ
る
六
つ
の
声
調
の

違
い
だ
け
で
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
つchay

と
い
う
語
を
挙
げ
て
、

「
簡
単
な
二
、三
の
ベ
ト
ナ
ム
語
に
お
い
て
、
す
で
に
人
類
の
最
も
高
超
な

哲
理
道
理
の
一
切
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
し
て
、
私
た
ち
が
愚
か
に
も
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
思
惟
す
べ
き
他
の
数
多
く
の
事
柄
を
見
出
す
の

で
あ
る
」

12
と
述
べ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に

固
有
の
思
想
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
し
、テ
ィ
エ
ン
が
一
九
七
〇
年
に
突
然
南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
失
踪
せ
ず
、

執
筆
を
続
け
て
い
た
な
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
こ
の
よ

う
な
傾
向
は
、
阮
攸
の
漢
詩
の
み
で
は
な
く
『
翹
伝
』
で
用
い
ら
れ
て
い

る
ベ
ト
ナ
ム
語
の
評
価
へ
も
向
か
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
が
、彼
は
、

一
九
七
〇
年
に
ベ
ト
ナ
ム
を
捨
て
去
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
ベ
ト
ナ
ム
語

で
の
執
筆
も
長
い
間
放
棄
し
て
し
ま
う
。
彼
が
阮
攸
に
つ
い
て
再
び
本
格

的
に
語
り
、『
翹
伝
』
の
ベ
ト
ナ
ム
語
表
現
に
つ
い
て
も
論
究
す
る
の
を

読
者
が
目
に
す
る
に
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
冒
頭
の
阮
攸
へ
の
献
辞
が
書

か
れ
て
か
ら
三
〇
年
後
、
一
九
九
六
年
出
版
の
『
阮
攸
』
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
．『
阮
攸

　
民
族
的
大
詩
豪
』
と
阮
攸
の
ベ
ト
ナ
ム
語

一
九
八
七
年
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
約
一
七
年
の
沈
黙
を
破
り
、
亡
命
先
の

ア
メ
リ
カ
で
ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
執
筆
を
再
開
す
る
。
そ
れ
は
、
故
郷
の
言

葉
ベ
ト
ナ
ム
語
の
呼
び
か
け
に
傾
聴
し
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
書
き
綴
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
自
ら
の
故
郷
を
求
め
、
失
わ
れ
た

故
郷
に
回
帰
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

一
九
九
六
年
出
版
の
『
阮
攸
』
も
、「
序
文
」
で
「
こ
の
著
作
は
、
ベ

ト
ナ
ム
の
話
し
言
葉
の
、
そ
し
て
〈
哲
理
思
想
〉
と
〈
民
族
道
理
〉
に
お

け
る
超
越
的
な
秘
密
の
基
礎
と
無
尽
の
可
能
性
を
回
復
す
る
た
め
に
必

要
な
数
歩
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
」（N

D
 14-15

）
13

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
執
筆
再
開
以
降
の
、
ベ
ト
ナ
ム
語
と
い
う
故

郷
へ
の
回
帰
の
途
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

14
。

序
文
冒
頭
に
は
、
本
稿
で
も
先
に
紹
介
し
た
『
深
淵
の
沈
黙
』
冒
頭
の

阮
攸
へ
の
献
辞
が
再
び
引
か
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
「
三
〇
年
が
経
ち
、
一

切
の
事
柄
が
全
面
的
に
変
化
し
た
が
、
阮
攸
は
ま
だ
そ
こ
に
い
る
、
雲
突

き
抜
け
る
鴻
山
に
黙
し
て
坐
し
て
い
る
…
」（N

D
 13

）
と
記
し
て
い
る
。

し
か
も
、
今
は
東
洋
に
お
け
る
五
人
の
偉
大
な
詩
人
の
一
人
で
は
な
く
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
並
ぶ
、
人
類
で
最
も
偉
大
な
詩
人
三

人
の
う
ち
の
一
人
だ
と
阮
攸
を
讃
え
て
も
い
る（N

D
 13

）。『
深
淵
の
沈
黙
』

の
献
辞
を
『
阮
攸
』
冒
頭
に
再
び
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
議

論
を
前
者
か
ら
後
者
へ
と
継
承
さ
せ
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
三
〇
年
前
の

『
深
淵
の
沈
黙
』
で
は
十
分
に
論
じ
尽
く
せ
て
い
な
か
っ
た
阮
攸
に
再
び

向
き
合
お
う
と
す
る
、
否
、
後
で
詳
述
す
る
が
、
阮
攸
の
心
の
中
に
ま
で

入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

形
式
的
な
面
か
ら
こ
の
本
を
最
初
に
説
明
す
れ
ば
、
テ
ィ
エ
ン
は
た
っ
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た
一
ヶ
月
半
で
こ
の
『
阮
攸
』
を
書
き
上
げ
た
と
述
べ
て
い
る
が
（N

D
 

14
）、
活
字
は
大
き
め
だ
と
は
い
っ
て
も
分
量
は
四
五
〇
ペ
ー
ジ
近
く
に

及
ぶ
。
構
成
は
、
序
お
よ
び
「
簡
言
大
意
」
と
い
う
名
の
概
要
の
後
に
、

三
部
七
章
に
分
割
さ
れ
た
平
均
三
─
四
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
本
論
を
構
成
す

る
項
目
が
第
一
一
〇
項
ま
で
続
き
、
そ
の
後
に
結
論
部
が
来
る
。

表
紙
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
標
題
紙
の
題
名
の
下
に
は
「「
心

lòng

」と
い
う
語
と「
糸tơ

」と
い
う
語
に
関
す
る
ベ
ト
ナ
ム
哲
理
」（N
D

 I

）

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
の
「
心
」
と
「
糸
」
を
主
軸
に

し
て
（
そ
し
て
最
終
的
に
は
す
べ
て
が
〈
心
〉
へ
と
収
斂
し
て
い
く
）、
テ
ィ

エ
ン
の
議
論
は
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
三
〇

年
前
の
『
深
淵
の
沈
黙
』
の
主
軸
語
は
〈
性
〉
と
〈
越
〉
と
い
う
漢
越
語

で
あ
っ
た
が
、
今
回
も
同
じ
く
二
つ
の
主
軸
語
を
挙
げ
て
は
い
て
も
、
二

語
と
も
ベ
ト
ナ
ム
語
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
『
翹
伝
』
の
中
の
言
葉
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
を
注
視
し
、
そ
こ
に

民
族
的
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
テ
ィ
エ
ン
の
姿
勢
の
変
化
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
主
軸
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
糸
」
と
い

う
言
葉
が
象
徴
的
に
示
す
阮
攸
の
詩
作
、
言
葉
遣
い
を
テ
ィ
エ
ン
が
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
ま
ず
見
て
い
き
、
そ
れ
か
ら
、「
心
」
の
一
語

で
示
さ
れ
る
阮
攸
の
思
想
に
つ
い
て
テ
ィ
エ
ン
が
い
か
に
考
え
て
い
た

の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

阮
攸
の
「
糸
」

「
阮
攸
の
詩
歌
芸
術
の
す
べ
て
は
、
唯
一
の
語
、
糸tơ

と
い
う
字
の
中

に
存
在
す
る
」（N

D
 171

）
と
大
胆
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ィ
エ

ン
に
と
っ
て
、
阮
攸
の
詩
作
と
そ
の
芸
術
性
に
お
い
て
最
も
注
目
す
べ
き

も
の
の
一
つ
はtơ

（
糸
）
と
い
う
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
の
語
と
の
組

み
合
わ
せ
や
現
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
、
意
味
が
微
細
に
変
化
し
て
い
き
な

が
ら
、「
心
は
、
糸tơ

を
通
じ
て
密
か
に
表
現
さ
れ
る
」（N

D
 171

）
と

い
う
よ
う
に
、「
心
」
の
動
き
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
糸tơ

」
が

ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
テ
ィ
エ
ン
が
第
四
七
節
「
翹
伝
に
お

け
る
「
糸
」
と
い
う
語
の
軽
や
か
な
転
運
〔
変
化
変
移
〕」
で
挙
げ
て
い

る
も
の
を
こ
こ
で
も
列
挙
し
て
み
よ
う
。
テ
ィ
エ
ン
が
注
目
す
る
の
は
、

彼
が
「
第
一
の
転
脈
」
と
呼
ぶ
物
語
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
段
、
第

五
七
三
段
の
前
後
ま
で
、
つ
ま
り
、
最
初
に
物
語
の
女
主
人
公
で
あ
る
翹

と
最
初
の
恋
人
で
あ
る
金
重
と
が
出
会
い
、
恋
仲
と
な
っ
て
将
来
を
誓
い

合
う
も
の
の
、
金
重
は
叔
父
の
葬
儀
に
旅
立
ち
、
こ
こ
で
二
人
は
離
れ
ば

な
れ
と
な
り
、
一
方
の
翹
は
、
親
の
た
め
に
身
売
り
を
し
て
一
五
年
間
に

及
ぶ
流
落
の
悲
劇
も
幕
を
開
け
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
。

橋
辺
の
糸0

柳
、斜
陽
に
垂
るB

ên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha

（170

）、

糸0

髪
は
未
だ
償
わ
ず
父
母
の
養
生D

ưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền

（228

）、
断
ち
て
ほ
ど
か
ん
相
思
の
糸0 Đ

ố ai gỡ m
ối tơ m

ành cho xong

（244

）、筆
先
乾
き
絃0

弛
むTrúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím

 loan

（254

）、

心
中
、
糸0

髪
の
ご
と
く
〔
こ
と
細
か
く
〕
打
明
け
てTóc tơ căn vặn tấc 

lòng

（451

）、〔
愛
情
の
〕
糸0

を
渡
す
一
言
交
す
縁
も
な
くD

uyên đâu 
chưa kịp m

ột lời trao tơ

（540

）、
い
か
で
憎
む
や
糸0

結
び
〔
縁
結
び
〕

の
神ông tơ ghét bỏ chi nhau

（549

）、
生
涯
糸0

心
は
変
ら
ざ
りD

ẫu 
thay m

ái tóc dám
 dời lòng tơ

（552

）、
苦
悶
は
絡
ま
る
糸0

の
ご
とC

hín 
hồi vấn vít như vầy m

ối tơ

（570

）、
讒
訴
し
た
る
は
糸0

商
人Phải tên 
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xưng xuất là thằng bán tơ

（588

）（
傍
点
、
斜
体
引
用
者
）

こ
の
よ
う
な
「
糸
」
と
い
う
語
の
阮
攸
に
よ
る
用
法
に
つ
い
て
、「
阮

攸
の
思
想
と
詩
歌
芸
術
は
、「
糸
想tơ tưởng

」
の
場
所
に
、「
想
い

tưởng
」
の
転
運
〔
想
い
の
変
化
変
移
〕
の
中
で
の
「
糸tơ

」
の
柔
軟
な
転

義
〔
意
味
の
変
化
〕
に
、
存
在
す
る
」（N

D
 170

）
と
い
う
よ
う
に
、
場
面

ご
と
の
翹
や
金
重
の
心
情
や
、
情
景
描
写
に
、
微
細
な
意
味
の
変
化
を
交

え
な
が
ら
同
じ
一
語
を
用
い
て
い
る
言
葉
遣
い
の
巧
み
さ
を
テ
ィ
エ
ン

は
讃
え
る
。「
糸
」
と
い
う
語
の
み
な
ら
ず
同
じ
語
を
用
い
な
が
ら
意
味

を
転
じ
て
い
く
用
法
を
テ
ィ
エ
ン
は
、「
転
糸
」chuyển tơ

と
も
呼
び
、「
転

糸
の
意
味
と
は
、
つ
ま
り
、
糸
の
如
く
静
か
に
密
か
に
軽
や
か
に
転
ず
る

こ
と
で
あ
る
」（N

D
 165

）と
も
表
現
し
て
い
る
。テ
ィ
エ
ン
は
こ
の「
転
糸
」

の
「
転
」chuyển

を
、『
翹
伝
』
後
半
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
、
自

ら
の
薄
命
に
絶
望
し
た
翹
が
銭
塘
江
に
身
投
げ
す
る
も
の
の
、
か
つ
て
一

度
翹
を
救
っ
た
こ
と
の
あ
る
尼
僧
の
覚
縁
に
救
わ
れ
る
と
い
う
場
面
で
、

「
偶
々
の
出
会
い
は
転
運
〔
運
命
の
大
き
な
変
化
〕
の
中K

héo thay gặp gỡ 
cũng trong chuyển vần

」（2702

）
と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
転

運
」
か
ら
取
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
テ
ィ
エ
ン
の
用
い
る
「
転
」
に
は
、

唯
識
思
想
の
「
転
依
」
す
な
わ
ち
「
迷
い
の
依
り
所
を
転
じ
て
悟
り
の
依

り
所
と
す
る
こ
と
」

15
の
意
味
も
重
な
っ
て
い
る
。『
阮
攸
』
で
は
「
転

依
」
と
い
う
言
葉
も
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（N

D
 231, 365

）、そ
の
他
、

特
に
翹
の
入
水
自
殺
か
ら
の
「
転
生
」
に
つ
い
て
は
、「
た
だ
「
心
が
あ
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
業
を
転
化
さ
せ
る
」（N

D
 94

）
と
い
う
よ
う

に
、
本
稿
で
も
後
に
論
ず
る
「
心
」
の
問
題
と
合
わ
せ
て
言
い
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
金
重
の
場
合
に
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
「
第
二
の
転
脈
」
と
考
え
る

物
語
後
半
の
二
八
四
五
─
二
八
五
六
段
、
翹
の
妹
の
翠
雲
と
結
婚
す
る
も

翹
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
過
ご
す
金
重
の
描
写
の
中
で
、
物
語
前
半
に
見
た
相

思
の
愛
情
の
「
糸
」
が
金
重
の
心
に
い
ま
だ
激
し
く
絡
み
つ
い
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
だ
が
（
涙
溢
れ
糸
百
環
が
絡
み
合
うTuôn châu đòi trận vò 

tơ trăm
 vòng

（2848

））、
こ
の
狂
お
し
い
翹
へ
の
想
い
も
、
金
重
の
心
の

純
潔
さ
に
よ
っ
て
転
ぜ
ら
れ
、
物
語
終
盤
の
奇
跡
的
な
二
人
の
再
会
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
の
だ
と
テ
ィ
エ
ン
は
解
釈
し
て
い
る
。

阮
攸
の
ベ
ト
ナ
ム
語
と
漢
詩
と
の
関
係

阮
攸
の
繊
細
で
巧
み
な
言
葉
遣
い
、
詩
作
に
対
す
る
、
テ
ィ
エ
ン
の
や

は
り
繊
細
な
読
み
を
、こ
こ
で
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

『
翹
伝
』
と
阮
攸
自
作
の
漢
詩
と
の
関
連
付
け
で
あ
る
。

テ
ィ
エ
ン
は
、「
時
間
の
痕
跡
は
、
極
め
て
素
晴
ら
し
い
一
字
を
通
じ

て
転
映
〔
反
映
〕
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
苔
」
と
い
う
語
で
あ
る
（「
馬

車
の
轍
は
苔
に
消
ゆ
」〔（72

）〕、「
鞋
跡
鮮
や
か
に
苔
の
上
」〔（124

）〕、「
一

面
の
草
と
鞋
跡
に
苔
」〔（2750

）〕、「
苔
草
家
を
覆
い
た
り
」〔（3230

…
）〕）（N

D
 

211

）
と
い
う
よ
う
に
、『
翹
伝
』
中
の
「
苔
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
時
の
痕
跡
の
他
に
、「
苔
は
涙
と
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
よ
う

に
苔
と
涙
を
結
び
つ
け
、「
涙
は
雨
水
を
生
じ
さ
せ
、
雨
水
は
苔
を
呼
び
、

芽
生
え
さ
せ
る
」（N

D
 211

）
と
述
べ
る
。
実
は
こ
れ
は
、
阮
攸
の
漢
詩

「
望
夫
石
」
の
内
容
を
前
提
と
し
た
言
い
方
で
あ
る
。「
望
夫
石
」
に
は
次

の
二
句
が
あ
る
。

涙
痕
不
絶
三
秋
雨

　
　
涙
痕
は
絶
え
ず
三
秋
雨

苔
篆
長
銘
一
段
文

　
　
苔た

い
て
ん篆

は
長ひ

さ

し
く
銘
ず
一
段
の
文

16
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遠
征
し
た
夫
の
帰
り
を
待
つ
妻
の
涙
は
、
す
で
に
三
旬
繰
り
返
し
て
い

る
秋
の
冷
た
い
長
雨
と
な
り
、
そ
の
涙
ử
雨
が
も
た
ら
す
苔
は
、
篆
字
の

よ
う
に
岩
肌
に
筋
を
つ
け
、
一
段
の
文
を
刻
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
、

そ
の
よ
う
な
意
味
の
二
句
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
、「「
苔
」
と
い
う

語
だ
け
で
、
阮
攸
の
愁
夢
の
詩
息hơi thơ

を
生
じ
さ
せ
る
。「
苔
」
は
、

青
い
糸
の
類m

ột thứ tơ xanh

で
あ
る
。
阮
攸
の
詩
息
は
、
糸sợi tơ

の

よ
う
に
軽
や
か
で
あ
る
。
詩
息hơi thơ

と
気
息hơi thở

は
互
い
に
密
着

し
あ
い
、
た
だ
一
つ
で
あ
る
。〔
中
略
〕
阮
攸
の
詩
歌
は
、
糸sợi tơ

の
よ

う
に
繊
細
に
そ
よ
ぐ
気
息
で
あ
る
」（N

D
 212-213

）
と
。
原
文
を
読
む
と
、

こ
の
一
節
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
相
似
し
た
ベ

ト
ナ
ム
語
の
音
の
連
鎖
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
巧
み
で
美
し

い
一
節
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
苔
は
「
青
い
糸
」
と
言
い
換
え

ら
れ
、
そ
の
糸
は
阮
攸
の
詩
、
詩
息
、
気
息
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る
糸
、息
も
ま
た
、阮
攸
の
漢
詩
「
舟
行
即
事
」
の
句
「
文

章
残
息
弱
如
糸

　
文
章
の
残
息
、
弱
き
こ
と
糸
の
如
し
」

17
の
中
の
「
糸
」

と
「
息
」
に
テ
ィ
エ
ン
が
同
調
さ
せ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
テ
ィ
エ

ン
は
、「
糸
と
い
う
一
語
が
、
阮
攸
の
詩
業
の
す
べ
て
を
覆
い
、
翠
翹
の

一
生
に
ず
っ
と
纏
わ
り
付
い
て
い
る
」（N

D
 213

）
と
、
阮
攸
自
身
の
言

葉
に
基
づ
き
な
が
ら
、
彼
の
漢
詩
と
『
翹
伝
』
の
詩
作
を
巧
み
に
ま
と
め

上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
テ
ィ
エ
ン
の
『
阮
攸
』
で
は
、
苔
ử
青
い
糸
は
、
阮
攸

の
詩
作
の
み
を
指
示
す
る
の
で
は
な
く
、
王
維
の
漢
詩
「
鹿
柴
」
の
中
の

「
青
苔
」
の
意
味
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
王
維
の
「
鹿
柴
」
は
阮
攸
の
言

葉
と
同
様
に
、「
鹿
柴
」の
中
の「
響
」、「
入
深
林
」「
青
苔
上
」、「
返
景
」、「
復

照
」
と
い
っ
た
語
が
、
阮
攸
の
詩
作
を
語
る
た
め
の
概
念
と
し
て
も
頻
出

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
翹
伝
』
冒
頭
で
、
翹
は
清
明
節
の
墓
参
り
に

行
き
、
も
う
誰
も
墓
参
り
に
こ
な
く
な
っ
た
遊
女
、
淡
仙
の
墓
を
見
つ
け
、

墓
前
で
そ
の
薄
命
の
女
に
同
情
を
寄
せ
涙
を
流
し
て
い
る
と
、
一
陣
の
つ

む
じ
風
が
起
こ
り
、
そ
の
後
に
、「
鞋
跡
鮮
や
か
に
苔
の
上
」
と
い
う
よ

う
に
、
淡
仙
の
鞋
跡
が
苔
の
上
に
残
っ
て
い
た
と
い
う
場
面
が
あ
る
の
だ

が
（
こ
の
場
面
も
涙
と
苔
と
が
、
先
の
阮
攸
の
漢
詩
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い

る
）、
そ
の
場
面
の
翹
と
淡
仙
に
つ
い
て
テ
ィ
エ
ン
は
、「
鹿
柴
」
の
語
句

を
用
い
て
、

そ
の
淡
仙
は
、
ま
さ
に
翠
翹
の
前
世
で
あ
り
、
あ
る
い
はC

.G
.

ユ
ン

グ
風
に
正
確
に
言
う
な
ら
、
淡
仙
こ
そ
、
翠
翹
の
「
黒
い
影
〔
景
〕」、
王

維
の
「
返
景
」
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
入
深
林
」、
翠
翹
の
心
識
の
深

い
森
に
入
り
込
み
、
そ
れ
か
ら
、
二
人
が
出
会
っ
た
後
の
青
い
苔
の
色
の

上
に
（「
青
苔
上
」）「
復
照
」
し
た
の
で
あ
る
。（N

D
 183-184

）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
写
景
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
社
会

す
べ
て
の
、
そ
し
て
詩
歌
芸
術
全
体
の
最
も
不
可
思
議
な
〈
美
〉
を
語
っ

て
い
る
」（N

D
 219

）
と
も
形
容
さ
れ
て
い
る
「
鹿
柴
」
が
照
ら
し
出
す

世
界
は
、
特
異
な
「
心
」
の
境
地
の
表
現
と
も
テ
ィ
エ
ン
は
見
な
し
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
「
心
」
を
実
際
に
見
て
詩
作
で
き
る
詩
人
と
し
て
、
阮

攸
と
王
維
は
同
格
に
並
べ
ら
れ
て
、「
王
維
と
阮
攸
の
よ
う
な
「
返
景
入

深
林
、復
照
青
苔
上
」
の
可
能
性
を
持
つ
天
才
詩
人
」（N

D
 223

）
と
も
『
阮

攸
』
の
中
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
阮
攸
そ
し
て
王
維
が
見
た

特
異
な
「
心
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
問
題
は
節
を
改
め
て

考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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四
．
阮
攸
の
「
心
」

テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
の
思
想
を
論
ず
る
際
に
最
重
要
視
す
る
語
は
「
心

lòng
」
で
あ
る
。
三
〇
年
前
の
『
深
淵
の
沈
黙
』
が
「
性
論
」（
存
在
論
）

と
呼
べ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、『
阮
攸
』
は
「
心
論
」
と
呼
ん
で
も
い
い

だ
ろ
う
。
前
節
で
見
た
、
阮
攸
が
巧
み
に
使
用
し
、
彼
の
詩
作
を
特
徴
的

に
表
し
て
い
た
「
糸
」
も
、『
翹
伝
』
に
「
糸
心
」、「
心
糸
」
と
い
う
語

が
あ
る
よ
う
に
、「
心
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
心
」
へ
と

収
斂
し
て
い
く
。

『
翹
伝
』
に
つ
い
て
も
ま
た
、「『
翹
伝
』
の
一
切
は
、「
心
」
に
よ
っ
て

始
ま
り
、
そ
し
て
終
わ
る
。〈
ベ
ト
ナ
ム
哲
理
〉
の
す
べ
て
は
、
そ
こ
に

あ
る
の
だ
」（N

D
 53

）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
修

辞
で
は
な
く
、
実
際
に
、『
翹
伝
』
の
最
初
と
最
後
に
「
心
」
と
い
う
語

が
出
て
き
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
中
国
の
青
心
才
人
な
る
人
物
の
原
作

小
説
『
金
雲
翹
伝
』
に
あ
る
言
葉
で
は
な
く
、阮
攸
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
で
、『
翹
伝
』
の
最
初
と
最
後
の
各
四
句
を
念
の
た
め
確
認
し
て
お

こ
う
。

人
の
世
の
百
年

　
　
才
と
命
と
は
あ
い
に
く
な
が
ら
相
嫉
む

　

一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば

　
　
見
る
は
心0

痛
ま
し
き
事
々

Trăm
 năm

 trong cõi người ta

　
　Chữ tài chữ m

ệnh khéo là ghét nhau
Trải qua m

ột cuộc bể dâu

　
　những điều trông thấy m

à đau đớn lòng

（1-4

）

善
根
、
わ
れ
ら
が
心0

に
あ
り
て

　
　
か
の
心0

は
三
つ
の
才
に
等
し
け
り

田
舎
こ
と
ば
の
寄
せ
集
め
の

　
　
眠
れ
ぬ
夜
の
う
さ
晴
ら
し

Thiện căn ở tại lòng ta

　
　C

hữ tâm
 kia m

ới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài

　
　M

ua vui cũng được m
ột vài trống canh

（3251-3254

）

（
傍
点
、
斜
体
引
用
者
）

さ
ら
に
テ
ィ
エ
ン
は
、『
翹
伝
』
だ
け
で
な
く
、
阮
攸
の
思
想
の
一
切

が
「
心
」
の
一
語
に
収
斂
す
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。「
阮
攸
の

一
切
は
、「
心
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
、
始
ま
り
そ
し
て
終
わ
る
。
阮

攸
の
す
べ
て
の
〈
詩
業
〉
と
す
べ
て
の
〈
哲
理
思
想
〉
は
、
そ
の
唯
一

の
語
の
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（N

D
 113

）。
こ
の
引
用
は
第
二
三

項
の
冒
頭
部
分
な
の
だ
が
、
そ
の
項
の
題
名
に
到
っ
て
は
、「
一
切
は
阮

攸
の
「
心
」
と
い
う
語
に
存
在
す
る
」
と
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
。『
阮
攸
』

の
別
の
と
こ
ろ
で
も
、「
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
心
が
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
べ
て
は
、心
か
ら
生
じ
、心
に
端
を
発
し
出
現
す
る
」（N

D
 

237

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
テ
ィ
エ
ン
の
大
仰
な
言
い
方
で

は
な
く
、『
翹
伝
』
の
中
の
言
葉
に
基
づ
い
た
発
言
だ
。『
翹
伝
』
末
尾
の

「
善
根
、
わ
れ
ら
が
心
に
あ
り
」
も
そ
う
で
あ
る
し
、
金
重
の
言
葉
「
悲

喜
は
こ
の
心
に
よ
っ
てTẻ vui bởi tại lòng này

」（3209

）
も
し
か
り
、

さ
ら
に
は
、
登
場
人
物
の
一
人
、
道
姑
の
三
合
の
言
葉
「
根
源
も
ま
た
人

の
心
よ
り
出
づ
るC

ỗi nguồn cũng ở lòng người m
à ra

」（2656

）
に
つ

い
て
は
、「
阮
攸
の
最
も
重
大
で
最
も
重
要
な
道
理
を
語
っ
て
い
る
」（N

D
 

238
）
と
テ
ィ
エ
ン
は
述
べ
て
い
て
、
こ
の
三
合
の
言
葉
は
確
か
に
、
一

切
は
「
心
」
に
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
阮
攸
の
言
葉
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
切
が
「
心
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
私
た
ち
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自
身
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
一
要
素
、「
心
」
の
中
の
一
部
の
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
テ
ィ
エ
ン
は
「
阮
攸
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
理
解
の
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
が
あ
る
と
は
い
か

な
る
こ
と
な
の
か
。
心
が
あ
り
う
る
の
は
、
た
だ
、
心
識
の
変
動
、
阮
攸

が
「
一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば
／
見
る
は
心
痛
ま
し
き
事
々
」
と
呼
ん
だ

静
か
な
心
の
痛
み
を
数
多
く
経
た
後
、
あ
る
い
は
経
て
い
る
最
中
の
み
で

あ
る
」（N

D
 57-58

）
と
も
述
べ
て
い
る
。「
一
局
の
…
」
と
い
う
『
翹
伝
』

冒
頭
の
句
は
、
直
接
的
に
は
一
五
年
間
の
翹
の
凋
落
流
浪
を
指
す
が
、
そ

の
よ
う
な
苦
し
み
を
実
存
的
に
経
な
け
れ
ば
、「
心
」
な
る
も
の
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
、
テ
ィ
エ
ン
が

言
う
、
阮
攸
の
「
心
」
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

テ
ィ
エ
ン
の
言
っ
て
い
る
「
心
」
は
、
こ
れ
か
ら
論
じ
て
い
く
上
で
、

大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
実
際
は
不
可
分
で
あ
る
が
）。
そ

の
一
つ
は
、
個
々
人
の
持
つ
内
面
の
思
い
、
感
情
、
い
わ
ば
通
常
の
理
解

で
の
「
心
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
大
文
字
の
〈
心
〉、
こ
れ
こ
そ
が

極
め
て
特
異
で
、
私
た
ち
凡
人
は
普
段
気
付
い
て
い
な
い
何
か
な
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
論
じ
る
。

内
面
と
し
て
の
「
心
」

ま
ず
は
、
普
通
の
意
味
で
の
個
々
人
の
内
面
、
思
い
、
感
情
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
の
「
心
」
の
働
き
に
つ
い
て
、『
阮
攸
』
で
は
、「
心
」
と
関

連
す
る
別
の
語
を
『
阮
攸
』
の
重
要
な
鍵
概
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
論
じ

て
い
る
の
で
、
そ
の
言
葉
に
即
し
な
が
ら
「
心
」
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

よ
う
。

内
面
の
「
心
」
の
動
き
を
表
す
語
と
し
て
テ
ィ
エ
ン
が
注
目
し
て
い
る

語
は
、
最
初
に
金
重
が
翹
と
出
会
い
一
目
惚
れ
し
、
ま
た
再
び
会
い
た
い

と
恋
い
焦
が
れ
待
ち
望
ん
で
い
る
際
の
一
句
の
中
に
あ
る
。

nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều （265

）（
斜
体
引
用
者
）　

こ
の
句
の
中
のnhớ

と tưởng

が
「
心
」
の
動
き
を
表
し
て
い
る
語
で
、

こ
の
二
語
も
「
心
」
や
「
糸
」
と
並
ぶ
鍵
概
念
と
し
て
『
阮
攸
』
で
何
度

も
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
二
語
の
日
本
語
訳
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

最
初
に
、tưởng

に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
こ
れ
は
漢
越
語
で
あ
る
た

め
「
想
」
と
い
う
漢
字
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

tưởng

に
は
「
想
」
と
い
う
漢
字
を
用
い
て
訳
し
、
時
に
「
想
う
」
と
訓

ず
る
こ
と
に
す
る
。『
阮
攸
』で
は
他
に
、「「
戯
論
」（papañca, prapañca

）は
、

想
の
有
識
的
作
動
で
あ
る
（
仏
教
の
術
語
で
は
、
想
は
パ
ー
リ
語
でsañña

、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でsaṃ

jñā 

と
呼
ば
れ
る
）」（N

D
 302

）
と
い
う
文
か
ら
、

パ
ー
リ
語
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
の
対
応
関
係
も
確
認
で
き
、ま
た
「
戯

論
」
が
「
想
」
の
働
き
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
な

お
、
こ
こ
で
の
「
戯
論
」
は
仏
教
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、「
想

像
遊
戯
の
尽
き
る
こ
と
な
い
膨
張
、
人
間
の
心
識
の
中
の
想
の
遥
か
沖
合

ま
で
広
が
っ
て
い
く
遊
戯
の
膨
張
」（N

D
 302

）
を
意
味
し
、「
す
べ
て
の

種
類
の
想
の
す
べ
て
の
展
転
〔
展
開
〕
は
、生
じ
芽
生
え
て
、「
森
羅
万
象
」

に
、
宇
宙
の
羅
列
さ
れ
た
現
象
に
な
る
」（N

D
 301

）
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、「
思
い
出
す
」、「
思
い
起
こ
す
」、「
思
い
を
馳
せ
る
」
を
意
味

す
るnhớ
は
漢
越
語
で
は
な
く
、
直
接
対
応
す
る
漢
字
は
な
い
。
字

チ
ュ
ー
ノ
ム喃

を
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こ
こ
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
著
作
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及

さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
密
教
の
教
義
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
し
た
い
。
亡
命
以
降
の
テ
ィ
エ
ン
の
思
想
に
は
密
教
的
要
素
も
多
く
現

れ
る
。
彼
は
、
金
重
を
男
性
原
理
の
慈
悲
心
に
見
立
て
、
翹
を
女
性
原
理

の
般
若
智
に
見
立
て
、
二
人
の
再
会
を
、
解
脱
の
如
く
見
な
し
て
い
る
。

仏
教
に
お
い
て
、〈
大
悲
〉
は
、男
性
性
を
通
じ
て
顕
露
さ
れ
、〈
大
般
若
〉

（
大
智
慧
）は
女
性
性
を
通
じ
て
顕
露
す
る
。〈
大
悲
心
〉と〈
大
般
若
智
慧
〉

の
間
の
交
合
同
一
は
、
金
重
の
精
英
（〈
大
悲
心
〉
の
俗
諦
を
反
映
）
と

翠
翹
の
英
華
（〈
大
般
若
智
慧
〉
の
世
諦
を
反
映
）
と
の
間
の
交
配
、
す

な
わ
ち
、〈
善
行
方
便
〉（「
心
糸
」）
と
〈
空
性
〉（「
糸
心
」）
と
の
間
の

結
合
交
入
に
お
け
る
重
逢
再
遇
を
通
じ
て
秘
密
裏
に
体
入
〔
融
合
〕
さ
れ

る
。（N

D
 325

）

こ
の
翹
と
金
重
と
の
再
会
の
と
き
、つ
ま
り
、集
中
し
た
「
想
」
に
よ
っ

て
金
重
が
翹
を
そ
の
場
に
見
る
と
き
に
は
、
か
つ
て
二
人
が
恋
仲
で
現
実

に
出
会
っ
て
い
た
と
き
の
「
本
当
の
翹
よ
り
も
、本
当
の
翹
を
見
た
」（N

D
 

292

）
と
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
。「
こ
の
場
面
は
、
金
重
の
「
幻
覚
」
で
は
な

い
」（N

D
 292

）
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
金
重
は
、
初
禅
の
敷
居
の
前
に

立
っ
て
い
る
者
の
心
識
の
状
態
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は

容
易
に
認
め
る
。た
だ
し
、初
禅
の
敷
居
の
近
く
へ
の
歩
み
で
あ
っ
て
、（
四

禅
の
）
初
禅
に
入
る
た
め
の
心
霊
精
神
の
条
件
を
ま
だ
十
分
に
持
っ
て
は

い
な
い
」（N

D
 328

）
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
の
修
行
で
行
わ
れ
て
い
る

特
別
な
精
神
集
中
の
状
態
に
入
り
込
も
う
と
す
る
心
の
段
階
に
あ
る
と

テ
ィ
エ
ン
は
見
な
す
。
た
だ
こ
の
場
合
、「
金
重
は
想
の
中
に
巻
き
込
ま

れ
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
一
方
の
、
密
禅
〔
密
教
と
禅
宗
〕
の
行

者
た
ち
は
、
想
を
制
御
し
て
い
る
」（N

D
 329

）
と
い
う
よ
う
に
、
修
行

者
と
は
異
な
り
、
金
重
は
「
想
」
を
制
御
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
金
重

の
こ
の
「
想
」
に
よ
る
翹
と
の
再
会
が
そ
の
ま
ま
仏
教
的
覚
醒
を
示
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

テ
ィ
エ
ン
の
観
点
か
ら
は
、『
翹
伝
』
に
お
け
る
解
脱
あ
る
い
は
悟
り

は
20

、
金
重
よ
り
は
む
し
ろ
翹
の
側
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

彼
は
鈴
木
大
拙
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。

翹
の
帰
宅
は
、〈
悟
り
〉
の
心
識
の
象
徴
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
、
も
し
私
た
ち
が
詩
歌
言
語
を
道
語
禅
言
へ
と
転
移
す
る
な
ら
ば
。

見
性
し
た
多
く
の
禅
師
は
、〈
出
奔
〉
を
淪
落
の
断
腸
へ
と
飛
び
入
る
こ

と
、
そ
し
て
、〈
家
へ
の
回
帰
〉
を
〈
見
性
証
悟
〉
の
よ
う
に
喩
え
て
い

る
。
鈴
木
大
拙
の
輝
か
し
い
言
い
方
に
従
う
な
ら
、「〈
無
明
〉
は
家
か
ら

遠
く
へ
の
旅
立
ち
で
あ
り
、〈
悟
り
〉
は
家
へ
の
回
帰
で
あ
る
」（E

ssays 

in Z
en B

uddhism
, First series, p.152-157

： “Ignorance is departure 
from

 hom
e and Enlightenm

ent is returning…
”

）（N
D

 326

）

そ
し
て
翹
が
金
重
や
家
族
と
再
会
す
る
場
面
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
最
も
注

目
す
る
句
は
以
下
の
句
で
あ
る
。

今
は
い
つ
ぞ
と
想
い
た
り

　 

眼
し
か
と
開
け
ど
も
、
い
ま
だ
夢
か
と
疑

え
り

　
Tưởng bây giờ là bao giờ

　
　R

õ ràng m
ở m

ắt còn ngờ chiêm
 bao

（3013-3014
）
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テ
ィ
エ
ン
は
こ
の
二
句
に
つ
い
て
、「
民
族
精
神
の
精
髄
の
す
べ
て
は
、

上
の
六
語
八
語
の
二
句
の
中
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
は
阮

攸
の
翹
伝
詩
集
全
体
の
最
高
峰
の
頂
上
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
ベ
ト
ナ

ム
の
〈
詩
歌
〉
と
〈
思
想
哲
理
〉
の
最
も
深
い
底
無
し
の
〈
深
淵
〉
で
あ
る
」

（N
D

 155

）
と
さ
え
形
容
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
今
は
い
つ
」
と
翹

が
想
っ
て
い
る
時
の
状
態
を
テ
ィ
エ
ン
は
「
出
神
」〔
忘
我
〕（N

D
 150-

151

）
と
も
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
翹
は
極
め
て
特
異
な
心
の
状
態
に
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
の
時
の
時
間
性
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
、
時
計
や
太
陽
あ
る
い
は
月
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
通
俗
的
な

時
間
の
「
現
在
」
は
も
は
や
な
い
。「
今
は
い
つ
」
の
時
間
は
ま
さ
に
、

時
間
性
の
淵
源
的
体
性
〔
本
質
〕
で
あ
り
、
同
時
に
、
民
族
の
話
し
言
葉

の
〈
越
〉
性
で
あ
り
、
阮
攸
の
絶
妙
な
入
神
的
詩
歌
と
霊
妙
な
出
神
的

思
想
の
心
中
に
あ
る
〈
淵
黙
〉
と
〈
性
命
〉
の
〈
越
〉
性
で
あ
る
。（N

D
 

158

）

と
い
う
よ
う
な
表
現
で
、
翹
が
体
験
し
た
こ
の
忘
我
的
な
時
の
根
源
性
と

超
越
性
を
語
り
、そ
し
てbây giờ

と bao giờ

と
い
う
相
似
し
た
音
で
も
っ

て
そ
の
淵
源
性
を
語
り
う
る
ベ
ト
ナ
ム
語
の
固
有
性
を
も
指
摘
す
る
。
そ

し
て
、「
今
は
い
つ
」
の
外
国
語
で
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、「
私
た
ち
は
、

そ
の
「
今
は
い
つ
」
を
た
だ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
哲
学
言
語
に
お
い
て
の
み

訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
言
葉
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
理
の
特
別
な
意
味

で
のA

ugenblick

で
あ
る
」（N

D
 153

）
と
い
う
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
用
い
たA

ugenblick

〔
瞬
間
、
瞬
視
〕
を
あ

て
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
用
い
る
こ
の
特
別
な
、「
本
来
的
な
現
在
」

を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語
は
、
さ
ら
に
「
閃
光
の
如
き
一
瞥
」（N

D
 206

）

と
い
う
ベ
ト
ナ
ム
語
に
も
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
の
表
現
も
『
阮
攸
』
の
鍵

言
葉
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
近
代
詩
を
代
表
す
る
詩
人

の
一
人
、
グ
エ
ン
・
ビ
ンN

guyễn B
ính

（
一
九
一
八
─
一
九
六
六
）
の
詩

か
ら
テ
ィ
エ
ン
が
取
っ
て
き
た
表
現
で
（N

D
 256

）、
こ
う
し
た
詩
的
な

ベ
ト
ナ
ム
語
で
の
表
現
が
あ
る
な
ら
、
で
き
る
限
り
ベ
ト
ナ
ム
詩
人
が
用

い
た
独
特
な
表
現
を
用
い
そ
れ
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
確

認
で
き
る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
九
八
三
年
に
当
時
の
勤
務
地
で
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
ト
リ
ビ
ュ
』

で
、
テ
ィ
エ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
哲
学
的
断
章
の
次
の
よ
う
な
一

節
、

言
語
の
本
質
の
根
源
、
そ
れ
は
雷
鳴
！

　
雷
、
そ
れ
は
〈
時
〉。
そ
れ
は

す
べ
て
を
捉
え
る
瞬
間
。
そ
し
て
す
べ
て
は
唯
一
の
瞬
間
に
起
因
す
る
。

偉
大
な
、
最
も
偉
大
な
詩
的
天
才
は
唯
一
の
瞬
間
か
ら
生
ま
れ
る
。
閃
光

の
空
間
に
、
薔
薇
は
花
開
く
。
瞬
間
ử
ダ
イ
ヤ
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
？
）、
瞬

ử
雷
！

　A
ugen-B

lick/B
litz!

21

こ
の
中
の
、
フ
ラ
ン
ス
語
のl’instant-foudre

（
瞬
ử
雷
）、
ド
イ
ツ
語

A
ugen-B

lick/B
liz

（
瞬
ử
視
／
雷
）
に
も
対
応
す
る
言
葉
で
も
あ
り
、
こ

の
断
章
も
、
テ
ィ
エ
ン
が
『
翹
伝
』
の
「
今
は
い
つ
」
に
閃
光
の
如
き
瞬

間
の
根
源
的
時
間
性
と
あ
る
種
の
特
異
な
世
界
の
あ
り
方
を
見
て
い
た

こ
と
と
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
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心
の
覚
醒

こ
こ
ま
で
、
テ
ィ
エ
ン
が
論
ず
る
阮
攸
の
「
心
」
を
見
て
き
て
、
特
に

『
翹
伝
』
後
半
に
現
れ
る
心
あ
る
い
は
心
の
働
き
が
、
日
常
的
な
も
の
と

は
異
な
る
、
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
だ
ろ

う
。
テ
ィ
エ
ン
は
、
そ
の
特
異
な
心
の
働
き
、
心
の
あ
り
方
を
論
じ
な
が

ら
、「
阮
攸
の
思
想
は
、
逆
流
の
姿
勢
で
運
転
す
る
〔
動
く
〕、
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
思
考
、
思
惟
、
推
思
の
習
慣
と
は
逆
に
、
つ
ま
り
、
凡
夫
た
ち

の
普
通
の
思
想
と
は
逆
に
、心
識
の
水
源
へ
と
逆
に
流
れ
回
帰
す
る
」（N

D
 

372

）
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
心
」
と
い
う
源
を
、（
本
稿
の
こ
れ
ま
で

の
考
察
で
も
た
び
た
び
触
れ
て
き
た
よ
う
に
）
仏
教
思
想
に
基
づ
き
な
が
ら

見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
仏
教
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
テ
ィ
エ
ン
の
考
察
が
理
の
あ
る
考
察
で
あ
る
た
め
に
は
、
阮
攸
が

仏
教
に
通
じ
て
い
た
特
別
な
詩
人
で
あ
っ
た
証
拠
が
求
め
ら
れ
も
し
よ

う
。
そ
の
と
き
、
テ
ィ
エ
ン
が
特
に
注
目
す
る
の
は
、「
梁
昭
明
太
子
分

経
石
台
」
と
「
題
二
青
洞
」（
以
下
、「
青
洞
」
と
略
）
と
い
う
二
篇
の
漢
詩
、

そ
の
中
で
阮
攸
自
身
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
仏
教
思
想
で
あ
る

22
。

ま
ず
、『
深
淵
の
沈
黙
』
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
「
石
台
」
か
ら
見
て

い
き
た
い
。
こ
れ
は
、阮
朝
に
仕
え
て
い
た
阮
攸
が
北
使
の
命
を
受
け
て
、

清
の
京
、北
京
に
赴
き
、そ
の
帰
路
（
一
八
〇
四
年
）
に
立
ち
寄
っ
た
古
蹟
、

梁
の
昭
明
太
子
が
『
金
剛
般
若
経
』
を
三
二
品
に
「
分
経
」
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
石
台
の
置
か
れ
て
い
る
場
所
（
ベ
ト
ナ
ム
人
研
究
者
の
多
く
は

臨
安
、
現
在
の
杭
州
だ
と
信
じ
て
い
る
が
、
筆
者
は
安
徽
省
安
慶
市
宿
松
県
と

推
測
す
る
）
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
作
っ
た
作
品
で
あ
る
。
阮
攸
の
仏
教
思

想
を
語
る
の
に
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
日
本
で

は
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
の
全
文
と
書
き
下
し
文
、
そ
し
て

筆
者
自
身
の
解
釈
、
説
明
も
多
分
に
入
っ
て
い
る
現
代
語
訳
で
も
っ
て
こ

こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

【
原
文
】

梁
昭
明
太
子
分
經
石
臺

梁
朝
昭
明
太
子
分
經
處
／
石
臺
猶
記
分
經
字
／
臺
基
蕪
沒
雨
花
中
／
百
草

驚
寒
盡
枯
死
／
不
見
遺
經
在
何
所
／
往
事
空
傳
梁
太
子
／
太
子
年
少
溺
於

文
／
彊
作
解
事
徒
紛
紛
／
佛
本
是
空
不
著
物
／
何
有
乎
經
安
用
分
／
靈
文

不
在
言
語
科
／
孰
為
金
剛
為
法
華
／
色
空
境
界
茫
不
悟
／
癡
心
歸
佛
佛
生

魔
／
一
門
父
子
多
膠
蔽
／
一
念
之
中
魔
自
至
／
山
陵
不
涌
蓮
花
臺
／
白
馬

朝
渡
長
江
水
／
楚
林
禍
木
池
殃
魚
／
經
卷
燒
灰
臺
亦
圮
／
空
留
無
益
萬
千

言
／
後
世
愚
僧
徒
聒
耳
／
吾
聞
世
尊
在
靈
山
／
説
法
渡
人
如
恆
河
沙
數
／

人
了
此
心
人
自
渡
／
靈
山
只
在
汝
心
頭
／
明
鏡
亦
非
臺
／
菩
提
本
無
樹
／

我
讀
金
剛
千
遍
零
／
其
中
奧
旨
多
不
明
／
及
到
分
經
石
臺
下
／
纔
知
無
字

是
眞
經

23

【
書
き
下
し
文
】

梁
朝
昭
明
太
子

　
分
経
せ
し
処
／
石
台

　
な
お
分
経
の
字
を
記
す
／
台
基

雨
花
の
中
に
蕪
没
せ
り
／
百
草

　
寒
さ
に
驚
き
て
尽
く
枯
死
せ
り
／
遺
経

何
所
に
在
る
か
を
見
ず
／
往
事

　
梁
太
子
を
空
し
く
伝
う
／
太
子

　
年
少わ

か

く
し
て
文
に
溺
れ
／
彊し

い
て
解
事
を
作
す
も

　
徒
だ
紛
紛
／
仏

　
本
よ
り

こ
れ
空
に
し
て

　
物
を
著
け
ず
／
経

　
安い

づ

く
に
か
用
い
て
分
け
ん
と
す
る

こ
と

　
何
ぞ
有
ら
ん
や
／
霊
文

　
言
語
科
に
不
在
な
り
／
孰い

ず

れ
を
か
金
剛

と
為
し
、
法
華
と
為
さ
ん
／
色
空
の
境
界

　
茫
と
し
て
悟
ら
ず
／
癡
心

　

帰
仏
せ
ば

　
仏
は
魔
を
生
ず
／
一
門
の
父
子

　
膠
蔽
多
し
／
一
念
の
中

　

魔
は
自
ら
至
れ
り
／
山
陵

　
蓮
花
台
を
涌
か
ず
／
白
馬

　
朝
に
長
江
水
を
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渡
り
て
／
楚
林
は
木
に
禍
い
し

　
池
は
魚
を
殃そ

こ
な

い
／
経
巻

　
焼
か
れ
て
灰

と
な
り

　
台
も
ま
た
圮や

ぶ

れ
た
り
／
無
益
な
る
万
千
言
を
空
し
く
留
め
／
後

世
　
愚
僧
は
徒
だ
聒か

つ

す
の
み
／
吾
聞
く

　
世
尊
は
霊り

ょ
う
ぜ
ん山

に
在
り
て
／
法
を

説
き
人
を
渡
す
こ
と
恒
河
沙
数
の
如
し
と
／
人
は
此
の
心
を
了さ

と

り
て

　
人

自
ら
渡
る
／
霊
山
は
只
だ
汝
が
心
頭
に
在
り
／
明
鏡

　
ま
た
台
に
非
ら
ず

／
菩
提

　
本
よ
り
樹
無
し
／
我
読
む

　
金
剛

　
千
遍
零あ

ま

り
／
其
の
中
の
奥

旨
　
不
明
な
る
こ
と
多
し
／
分
経
石
台
の
下
に
及
び
到
り
て
／
纔わ

ず
か

に
知
る

　
無
字
こ
れ
真
経
な
り
と

【
現
代
語
訳
】

南
朝
の
梁
の
武
帝
（
四
六
四
─
五
四
九
）
の
子
で
あ
る
昭
明
太
子

（
五
〇
一
─
五
三
一
）
が
金
剛
般
若
経
を
三
二
品
に
分
け
た
石
台
の
場
所

に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
石
台
に
は
ま
だ
「
分
経
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
残

さ
れ
て
い
る
。台
の
基
礎
部
分
は
雪
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。周
囲
の
様
々

な
草
は
そ
の
寒
さ
に
驚
い
た
か
の
よ
う
に
、
尽
く
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

昭
明
太
子
が
分
経
を
し
て
遺
し
た
と
い
う
経
典
が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
こ

に
あ
る
の
か
見
当
た
ら
な
い
。
梁
の
昭
明
太
子
に
つ
い
て
昔
か
ら
伝
わ
っ

て
き
た
話
を
う
わ
さ
に
聞
く
だ
け
だ
。

太
子
は
若
く
し
て
文
学
に
溺
れ
（
ま
た
池
に
も
溺
れ
、
そ
れ
が
原
因
で

亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
）、
強
い
て
経
典
を
解
釈
し
た
が
、
そ
れ
は
結
局

の
と
こ
ろ
た
だ
混
乱
を
招
く
だ
け
だ
っ
た
。
仏
は
本
来
、「
空
」
な
の
で

あ
り
（
ま
た
、
慧
能
が
言
う
よ
う
に
「
本
来
無
一
物
」
な
の
で
あ
っ
て
）、

物
を
く
っ
つ
け
た
り
は
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
物
で
あ

る
経
典
を
用
い
て
、
仏
や
空
を
分
け
る
こ
と
な
ど
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
い

や
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
だ
。
神
聖
な
文
章
は
、
言

語
の
部
門
に
は
存
在
し
な
い
。
仏
の
真
理
の
い
ず
れ
か
を
金
剛
経
と
し
、

ま
た
法
華
経
と
し
て
分
け
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
意
味
も
な
い
こ
と
だ
。
現
象
の
世
界
と
空
の
世
界
と
の
境
界

は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
曖
昧
で
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
だ
。
動
き
の
と

れ
な
い
凝
り
固
ま
っ
た
愚
か
な
心
で
仏
に
帰
依
す
れ
ば
、
そ
の
仏
は
魔
物

を
生
み
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

梁
朝
の
一
門
の
父
子
、
武
帝
と
そ
の
子
の
昭
明
太
子
は
物
に
執
着
し
、

心
を
闇
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
仏
に
執
着
し
一
心
に
念
じ
て
い

る
そ
の
心
の
中
か
ら
魔
物
は
ひ
と
り
で
に
や
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
の
よ
う
に
執
着
す
れ
ば
、
た
と
え
仏
教
を
厚
く
信
仰
し
た
と
こ
ろ
で
、

梁
の
山
陵
に
は
、
仏
の
坐
す
蓮
華
台
が
湧
き
出
て
く
る
わ
け
が
な
い
。

五
四
八
年
に
起
こ
っ
た
侯
景
の
乱
で
、
梁
に
投
降
し
て
い
た
侯
景
は
梁
を

裏
切
っ
て
、
白
馬
に
乗
り
、
朝
、
長
江
を
渡
っ
て
梁
の
都
の
建
康
に
攻
め

入
っ
て
き
た
。
東
魏
の
杜
弼
が
梁
に
送
っ
た
檄
文
の
中
で
「
楚
王
の
飼
っ

て
い
た
猿
が
逃
げ
、
そ
の
猿
を
探
す
た
め
林
の
木
々
が
焼
か
れ
て
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
城
門
が
火
事
と
な
り
そ
の
消
火
の
た

め
に
池
の
水
を
使
い
き
っ
て
池
の
魚
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
梁
が

侯
景
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
災
難
が
連
鎖
し
て
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
ま
で
災

い
が
到
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
た
だ
恐
れ
る
」（
但
恐
楚
国
亡
猿
禍
延
林
木

城
門
失
火
殃
及
池
魚
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
の
通
り
、
仏
教
信

仰
に
執
着
し
そ
れ
に
溺
れ
た
災
い
は
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
ま
で
及
ぶ
こ

と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
経
典
は
焼
か
れ
て
灰
と
な
り
、
分
経
台
も
ま
た

壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
、
無
益
な
幾
千
万
の
言
葉
が
空
し
く
留

ま
る
だ
け
と
な
り
、
後
世
、
愚
か
な
僧
た
ち
が
、
た
だ
か
ま
び
す
し
く
騒

ぐ
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
世
尊
は
霊
鷲
山
で
仏
教
の
真
理
を
説
き
、

ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
多
く
の
人
を
真
理
の
岸
辺
に
渡
し
た
と
い
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

う
。（
だ
が
、
そ
の
霊
鷲
山
と
は
実
体
的
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
っ
て
）
人
が
心
と
い
う
も
の
を
知
る
の
な
ら
、
人
は
み
ず
か
ら
真
理

の
岸
辺
に
渡
る
の
だ
。
霊
鷲
山
は
た
だ
自
分
の
心
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
神
秀
（
？
─
七
〇
六
）
が
作
っ
た
「
身
体
は
菩
提
樹
で
あ
り
、

心
は
明
鏡
台
の
よ
う
な
も
の
だ
。
時
々
勤
め
て
掃
除
を
し
て
、
埃
が
つ
か

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
身
是
菩
提
樹
／
心
如
明
鏡
臺
／

時
時
勤
拂
拭
／
勿
使
惹
塵
埃
）
と
い
う
偈
に
対
し
て
、
嶺
南
の
獦
獠
（
野

蛮
人
）
と
馬
鹿
に
も
さ
れ
て
も
い
た
慧
能
（
六
三
八
─
七
一
三
）
は
「
悟

り
に
は
樹
の
よ
う
な
実
体
は
な
い
。
明
鏡
に
も
台
な
ど
な
い
。
本
来
、
仏

の
真
理
で
は
物
な
ど
一
つ
も
な
い
の
だ
。
ど
う
し
て
物
も
な
い
の
に
埃
が

つ
く
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
」（
菩

提
本
無
樹
／
明
鏡
亦
非
臺
／
本
來
無
一
物
／
何
處
惹
塵
埃
）
と
い
う
偈
を

作
っ
た
よ
う
に
、
明
鏡
、
つ
ま
り
心
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
支
え
る
実

体
的
な
台
な
ど
な
い
の
で
あ
り
、
悟
っ
た
状
態
に
あ
っ
て
は
、
樹
の
よ
う

な
実
体
は
な
い
の
だ
。

私
は
こ
れ
ま
で
千
回
以
上
、
金
剛
般
若
経
を
読
ん
で
き
た
が
、
そ
の
中

の
奥
深
い
真
理
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
梁
の
昭
明
太

子
が
分
経
を
し
た
と
言
わ
れ
る
石
台
の
も
と
に
来
て
、
つ
い
に
、
は
っ
と

知
っ
た
の
だ
、〈
無
字
〉
こ
そ
真
の
経
典
、
真
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
。

こ
の
詩
を
読
め
ば
、
阮
攸
が
い
か
に
仏
教
と
り
わ
け
禅
、
そ
れ
も
慧
能

の
禅
に
通
じ
て
い
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
し
、
テ
ィ
エ
ン
が
主
張
す
る
よ

う
に
阮
攸
と
『
翹
伝
』
の
思
想
が
「
心
」
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
、「
人

は
此
の
心
を
了
り
て

　
人

　
自
ら
渡
る
／
霊
山
は
只
だ
汝
が
心
頭
に
在

り
」
と
い
う
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
の
禅
思
想
を
語
る
一
節
が
保
証

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、「
阮
攸
も
ま
た
、
す
べ
て
の
ベ
ト
ナ
ム
人
と
同
じ
よ

う
に
普
通
に
「
心
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
が
、
し
か
し
、
も
し
私
た
ち

が
グ
エ
ン
・
ズ
ー
の
詩
歌
と
思
想
に
お
け
る
一
致
点
と
一
貫
し
た
理
を
把

握
で
き
る
な
ら
、
阮
攸
の
「
心
」
と
い
う
語
は
転
化
さ
れ
て
世
人
の
通
常

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
使
用
と
は
完
全
に
異
な
る
地
平
へ
と
至
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
気
付
く
」（
傍

点
引
用
者
）（N

D
 73

）
と
テ
ィ
エ
ン
は
言
う
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
こ

こ
で
の
「
心
」
を
通
常
の
意
味
で
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
阮
攸
が
述
べ
る
「
心
」
は
（
漢
語
で
あ
っ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
語
で
あ
っ

て
も
）、
通
常
の
心
と
は
違
う
次
元
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
特
異
性
に

つ
い
て
、
も
う
一
つ
の
漢
詩
「
青
洞
」
を
見
な
が
ら
考
え
た
い
。

「
青
洞
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
先
に
触
れ
た
『
翹
伝
』
二
八
五
五

─
二
八
五
六
段
の
、
金
重
が
翹
を
強
く
想
い
翹
が
戻
っ
て
く
る
の
を
見
と

め
る
場
面
を
、
ど
う
し
て
禅
定
と
観
想
と
い
う
仏
教
修
行
の
観
点
か
ら
論

じ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
テ
ィ
エ
ン
自
ら
答
え
る
形
で
、
次
の
よ
う
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、阮
攸
の
翹
伝
に
つ
い
て
語
る
際
、ど
う
し
て
「
禅
定
」
と
「
観
想
」

に
言
及
す
る
の
か
？

阮
攸
の
漢
詩
二
句
を
た
だ
提
示
す
る
だ
け
だ
。
こ
の
二
詩
句
は
、
雷
鳴

の
ご
と
く
突
発
的
に
現
れ
、
以
前
か
ら
今
日
ま
で
の
阮
攸
の
作
品
の
解
釈

の
や
り
方
す
べ
て
に
打
ち
付
け
、
裂
き
砕
き
、
崩
壊
さ
せ
る
。

満
境
皆
空
何
有
相
？

　〔
満
境
は
皆
空
な
り

　
何
ぞ
相
有
ら
ん
〕

此
心
常
定
不
離
禅
。

　〔
此
の
心

　
常
に
定
に
し
て
禅
を
離
れ
ず
〕

24

（N
D

 341

）
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テ
ィ
エ
ン
は
阮
攸
の
「
心
」
の
特
異
性
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
作
品
解

釈
も
表
面
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
絶
対
的

な
確
信
の
も
と
に
、「
青
洞
」
の
二
句
を
提
示
す
る
。
阮
攸
の
「
心
」
の

特
異
性
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
漢
詩
の
二
句
に
基
づ
く
な
ら
、
一
切
が
空

で
あ
る
こ
と
を
観
じ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
禅
定
の
状
態
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阮
攸
の
こ
の
二
句
が
同
じ
詩
の
中
で
続
け
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
肝
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阮
攸
の
「
心
」
が
、
止

観
不
二
、
定
慧
不
二
を
了
悟
し
体
現
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
指
摘
も
テ
ィ
エ
ン
は
忘
れ
な
い
。

「
禅
」
と
い
う
字
は
、〔
中
略
〕
六
祖
慧
能
の
「
禅
」
の
意
味
で
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
祖
慧
能
の
禅
に
お
い
て
は
、
禅
定
と
般
若
は
不

二
で
不
異
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
禅
と
悟
も
不
二
で
不
異
で
あ
る
の
と

同
様
で
あ
り
、
止
と
観
は
同
時
に
生
じ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
（
止
が
あ
っ

て
そ
れ
か
ら
観
が
あ
っ
た
り
、
観
が
あ
っ
て
か
ら
止
が
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
禅
波
羅
蜜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
般
若
波
羅
蜜
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
禅
こ
そ
超
越
的
な
般
若
智
慧
な
の
で
あ
る
）。（N

D
 343

）

阮
攸
が
慧
能
禅
を
深
く
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、『
六
祖
壇
経
』
で

言
わ
れ
て
い
る
「
勿
迷
言
定
慧
別
。
定
慧
一
體
不
是
二
」

25
と
い
う
慧
能

の
思
想
を
分
か
り
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
の
だ
と
、
テ
ィ
エ
ン
は
確
信

的
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
テ
ィ
エ
ン
は
「〈
般
若
〉
を
知
ら
な
け

れ
ば
、
決
し
て
阮
攸
の
〈
思
想
〉
と
〈
詩
歌
〉
の
内
部
に
歩
み
入
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
」（N

D
 63

）
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
阮
攸
が
慧

能
禅
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、『
六
祖
壇
経
』
で
「
禅
定
」
は
「
何
名
禪

定
。
外
離
相
爲
禪
。
内
不
亂
爲
定
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
阮
攸
の

「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
が
見
事
に
応
じ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、前
に
紹
介
し
た「
石

台
」
の
中
で
の
慧
能
の
も
の
と
さ
れ
る
偈
の
二
句
の
引
用
や
、
そ
の
二
句

お
よ
び
偈
の
中
の
も
う
一
句
「
本
来
無
一
物
」
と
も
対
応
す
る
「
仏
本
よ

り
是
れ
空
に
し
て
物
を
著
け
ず
」
と
い
う
句
、
あ
る
い
は
、
慧
能
が
そ
の

一
節
を
聞
い
て
悟
っ
た
と
い
う
『
金
剛
般
若
経
』
を
、
阮
攸
の
場
合
に
は

千
回
以
上
も
読
ん
だ
そ
の
果
て
に
、
文
盲
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
慧
能
の

如
く
、
経
文
を
全
否
定
し
て
「
無
字
」
を
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
阮
攸

の
慧
能
禅
へ
の
深
い
関
わ
り
の
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
阮
攸
に
あ
る
種
の
実
存
的
経
験

が
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
詩
句
は
書
き
え
な
い
と
テ
ィ
エ
ン
が
指
摘
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
『
阮
攸
』
中
の
「
満
境
皆
空

何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
の
提
示
の
後
に
は
、
実
は
次
の
よ
う
な
文

章
が
続
い
て
い
た
。

誰
が
こ
の
よ
う
に
言
え
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？

　
上
の
二
詩
句
は
い

つ
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
仏
教
の
禅
密
〔
禅
宗
と
密
教
〕
に
常
に
出

入
り
し
て
い
る
者
だ
け
が
、
上
の
一
四
字
を
通
じ
て
一
四
回

26
連
続
し
て

起
こ
る
地
震
に
遭
っ
た
か
の
よ
う
に
驚
き
、
震
え
、
震
撼
す
る
。
百
万
の

字
義
を
自
分
の
生
涯
の
中
に
深
く
入
る
が
ま
ま
に
さ
せ
た
者
だ
け
が
、
真

経
の
「
無
字
」
を
語
る
権
利
が
あ
る
。
一
生
、
あ
ら
ゆ
る
想
の
す
べ
て
の

相
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
苦
悶
し
、
袋
小
路
に
到
っ
た
者
だ
け
が
、
一
切

相
と
一
切
想
を
爆
破
し
、「
無
想
」
と
「
空
性
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て

あ
え
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
戯
論

の
戯
れ
に
す
ぎ
ず
な
い
（N

D
 341-342

）
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「
一
局
の
滄
桑
を
経
巡
れ
ば
／
見
る
は
心
痛
ま
し
き
事
々
」
と
い
う
人

生
の
苦
を
自
ら
に
受
け
入
れ
、
長
い
苦
し
み
を
耐
え
忍
ん
だ
阮
攸
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
そ
の
果
て
に
、「
青
洞
」
に
描
か
れ
た
特
異
な
「
心
」
の
境

地
が
突
発
的
に
現
れ
る
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
宗
教
的
に
し
て
詩
的
な
戦

慄
を
見
事
に
読
み
手
に
伝
え
、
自
ら
も
阮
攸
の
「
心
」
に
共
振
し
て
い
る

の
が
十
分
に
分
か
る
テ
ィ
エ
ン
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
石
台
」
の

こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
第
二
節
で
『
深
淵
の
沈
黙
』
を
見

た
際
に
阮
攸
の
漢
詩
「
自
嘆
」
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
筆
者
が
述
べ

た
空
路
禅
師
の
叫
び
の
如
き
「
底
抜
け
」
は
、「
青
洞
」
の
二
句
お
よ
び

「
石
台
」
の
「
無
字
是
真
経
」
に
こ
そ
見
出
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
が
「
雷
鳴
の
ご
と
く

突
発
的
に
現
れ
」
る
の
と
同
様
に
、「
其
の
中
の
奥
旨

　
不
明
な
る
こ
と

多
し
」
と
苦
し
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
堅
忍
し
て
千
回
以
上
経
典
を
読
み

続
け
た
そ
の
果
て
に
こ
そ
、
突
発
的
に
一
切
の
字
義
を
「
無
字
」
が
「
爆

破
」
す
る
瞬
間
が
訪
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
テ
ィ
エ
ン
が
グ
エ
ン
・

ビ
ン
の
言
葉
を
使
っ
て
述
べ
た
「
閃
光
の
如
き
一
瞥
」
の
瞬
間
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、上
の
引
用
で
述
べ
て
い
る
阮
攸
の
到
っ
た
境
地
に
つ
い
て
、テ
ィ

エ
ン
が
『
翹
伝
』
の
主
人
公
、
翠
翹
の
人
生
と
も
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い

る
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

翠
翹
の
断
腸
の
出
奔
流
落
は
、
堪
忍
の
領
域
で
は
必
要
な
歩
み
で
あ
る
。

数
多
く
の
惨
難
業
障
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
、
自
分
の
父
な
る
人
々
す
べ
て

と
母
な
る
人
々
す
べ
て
を
救
う
た
め
、
輪
廻
の
中
で
泥
だ
ら
け
に
な
り
の

た
う
ち
回
っ
て
、
苦
悶
に
耐
え
る
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
菩
薩
の

よ
う
に
。
つ
い
に
は
、翠
翹
は
戻
っ
て
来
て
、す
べ
て
と
再
会
す
る
。
翹
は
、

家
を
捨
て
て
失
踪
し
、
こ
の
世
で
最
も
恐
ろ
し
く
最
も
震
撼
す
べ
き
数
多

く
の
悲
劇
を
経
て
、
袋
小
路
に
到
っ
て
は
じ
め
て
家
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。（N

D
 325-326

）

テ
ィ
エ
ン
が
翹
の
帰
宅
を
悟
り
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
は
前
に
指
摘
し

て
あ
る
。
阮
攸
が
「
満
境
皆
空
何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
」
や
「
無
字

是
真
経
」
と
漢
語
で
記
し
た
覚
醒
し
た
心
の
境
地
は
、
翠
翹
の
ベ
ト
ナ
ム

語
で
は
、「
今
は
い
つ
ぞ
と
想
い
た
り
／
眼
は
し
か
と
開
け
ど
も
、
い
ま

だ
夢
か
と
疑
え
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
存
在
〉
と
し
て
の
〈
心
〉

仏
教
的
覚
醒
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
確
信
の
も
と
に
テ
ィ
エ
ン
は
阮

攸
の
「
心
」
お
よ
び
『
翹
伝
』
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
こ
と
が
以
上
で
お

よ
そ
確
認
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
テ
ィ
エ
ン
の
放
言
に
も
思
え
る

よ
う
な
、
一
切
を
包
含
す
る
「
心
」
な
る
も
の
を
私
た
ち
は
い
か
に
し
て

理
解
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
解
が
難
し
い
の
は
、
実
は
私
た

ち
が
「
心
」
と
い
う
語
を
見
る
な
り
、
慣
習
的
に
そ
れ
を
個
人
の
内
面
だ

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
、
見
方
を
変
え
る
た
め
に
、
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人

で
、
テ
ィ
エ
ン
と
同
じ
く
禅
に
精
通
し
て
い
た
井
筒
俊
彦
の
、
禅
の
「
心
」

に
つ
い
て
の
考
え
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
井
筒
が
禅
の
「
心
」
の
例
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
阮
攸
に
も
強
く
影
響
を
及
ぼ

し
た
六
祖
慧
能
の
、
有
名
な
逸
話
で
あ
る
。
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六
祖
は
あ
る
時
、
法
座
を
告
げ
る
寺
の
幡
が
風
で
バ
タ
バ
タ
揺
れ
な
び

き
、
そ
れ
を
見
た
二
人
の
僧
が
、
一
人
は
「
幡
が
動
く
の
だ
」
と
言
い
、

他
は
「
い
や
、
風
が
動
く
の
だ
」
と
、
お
互
い
に
言
い
張
っ
て
決
着
が
つ

か
な
い
の
を
見
て
言
っ
た
、「
風
が
動
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
幡
が
動
く

の
で
も
な
い
。
あ
な
た
方
の
心
が
動
く
の
で
す
」。
こ
れ
を
聞
い
て
二
人

の
僧
は
ゾ
ッ
と
し
て
鳥
肌
を
立
て
た
。

27

こ
の
慧
能
の
逸
話
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
南
泉
和
尚
の
「
平
常
心

是
道
」と
い
う
時
の「
心
」に
つ
い
て
、井
筒
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
心
」
は
悟
っ
た
人

の
心
、
悟
っ
た
心
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
南
泉
の
「
普
通
」
の
心
は
、

こ
の
意
味
で
は
、
普
通
の
心
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
語
の
通

常
の
理
解
で
の
自
我
実
体
の
経
験
的
意
識
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
、「
普
通

の
心
」〔
慧
能
の
言
う
「
心
」
お
よ
び
南
泉
の
「
平
常
心
」〕
が
意
味
す
る

も
の
は
、
主
客
未
分
あ
る
い
は
主
客
の
分
岐
を
超
え
た
精
神
状
態
で
実
現

さ
れ
る
〈
心
〉（
術
語
的
に
は
「
無
心
」
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
り
、
世
界

全
体
の
極
限
ま
で
拡
張
さ
れ
た
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
経

験
的
意
識
の
場
と
し
て
の
普
通
の
心
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
意
味
す
る

の
は
、〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉the R

eality

で
あ
り
、〈
存
在
〉
の
ま
さ
し
く
基

礎the very ground of B
eing

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
永
遠
に
そ
れ
自

身
に
気
づ
い
て
い
る
。

28

こ
の
井
筒
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、
慧
能
の
い
う
「
あ
な
た
方
の
心
が
動

い
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
議
論
し
て
い
た
僧
侶
も
風
も
幡
も
そ

れ
か
ら
慧
能
も
含
め
た
、
世
界
の
一
切
、
宇
宙
全
体
が
動
い
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
阮
攸
の

「
心
」
な
る
も
の
も
の
も
、「
阮
攸
の
」
と
い
う
一
個
人
の
主
体
の
「
心
」

に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
井
筒
が
英
語
で
用
い
て
い
る
西
洋
哲
学

の
語
彙
で
言
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
一
切
の
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ

り
、〈
存
在
〉
と
い
う
世
界
の
根
源
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
阮
攸
の
「
心
」
が
、
井
筒
の
言
う
禅
の
「
心
」
の
如
き
も
の
と

確
か
に
対
応
す
る
も
の
な
の
か
。「
根
源
も
ま
た
人
の
心
よ
り
出
づ
る
」

と
い
う
前
に
も
引
い
た
『
翹
伝
』
の
句
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
の
対
応
は
十

分
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
し
、
少
な
く
と
も
テ
ィ
エ
ン
の
捉
え
る
阮

攸
に
関
し
て
言
え
ば
、
西
洋
哲
学
用
語
を
用
い
つ
つ
も
仏
教
的
観
点
か
ら

阮
攸
に
つ
い
て
語
る
彼
の
言
説
を
確
認
し
て
い
け
ば
、
そ
の
検
証
は
難
し

く
は
な
い
。
テ
ィ
エ
ン
が
、
阮
攸
の
「
心
」
の
中0

に
入
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
つ
い
、「
心
の
内

部
」
な
る
も
の
を
設
定
し
同
時
に
そ
れ
と
対
立
排
除
的
に
存
在
す
る
「
心

の
外
部
」
な
る
も
の
も
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
し
て
し
ま
う
が
、
し
か
し
、

テ
ィ
エ
ン
は
次
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
て
い
る
、「「
心
」
の
体
性
〔
存
在
、

本
質
〕
は
、
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
能
で
も
所
で
も
な
く
、
主
体
で

も
客
体
で
も
な
い
」、「
私
た
ち
は
、「
心
」
を
一
つ
の
物
体
な
い
し
対
体

あ
る
い
は
対
象
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（N

D
 8

）と
。
ま
た
、

別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
生
命
〔
個
人
の
運
命
〕
が
死
を
孕
ん
だ
心
を
持
ち
え

て
こ
そ
、
生
命
は
性
命
〔
存
在
の
運
命
〕
に
転
化
さ
れ
、
大
命
の
全
体
性

に
な
り
、
二
元
的
分
離
性
格
を
破
壊
し
、
生
と
死
の
間
の
、
時
間
と
空
間

の
間
の
、
人
と
我
と
の
間
の
、
近
く
と
遠
く
の
間
の
、
内
と
外
の
間
の
両

0

0

0

0

0

0

0

辺
二
相
性
格
を
廃
棄
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（N
D

 31

、
傍
点
引
用
者
）。「
死
を
孕
ん
だ
心
」

と
い
う
表
現
は
、
絶
望
し
た
翹
が
入
水
に
よ
っ
て
自
ら
の
死
を
選
ぶ
こ
と
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で
自
身
の
薄
命
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
決
断
の
果
て
に
宗
教

的
な
再
生
な
い
し
覚
醒
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
、
を
象
徴
的
に
暗
示
し
て
い

る
。
要
す
る
に
、「
死
を
孕
ん
だ
心
」
と
い
う
の
は
、
人
生
の
苦
の
袋
小

路
に
追
い
詰
め
ら
れ
、
死
に
臨
ん
で
唐
突
に
覚
醒
し
た
「
心
」
の
こ
と
で

あ
る
が
、そ
こ
に
開
か
れ
る
「
心
」
は
、引
用
に
あ
る
よ
う
に
、「
内
と
外
」

の
対
立
を
廃
棄
す
る
。
そ
の
開
か
れ
た
「
心
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

も
テ
ィ
エ
ン
は
述
べ
る
。

〈
心
〉
と
は
、
す
べ
て
の
芽
、
す
べ
て
の
最
も
繊
細
な
糸
、
す
べ
て
の

種
子
を
育
て
て
、
現
在
時
に
想
と
見
と
を
形
成
さ
せ
、
人
間
の
心
識
の
永

遠
に
わ
た
る
悲
喜
劇
の
中
の
能
と
所
の
間
の
交
流
転
運
の
す
べ
て
を
形
成

さ
せ
る
、
底
な
し
の
〈
深
淵
〉（A

bgrund, A
b-G

rund

）
で
あ
る
。（N

D
 

443

）

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
大
文
字
の
〈
心
〉
は
、
明
ら
か
に
個
々
人
の

内
面
と
し
て
の
心
で
は
な
い
。
内
と
外
、
人
と
我
と
い
っ
た
境
界
が
外
れ

て
、
一
切
へ
と
開
か
れ
、
一
切
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
、
万
有
の
基
礎
、
根

底
そ
の
も
のthe very ground

で
あ
り
（『
翹
伝
』
の
「
根
源
も
ま
た
人
の

心
よ
り
出
づ
る
」
を
想
起
）、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
底
と
い
う
境
界
も

な
い
が
故
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
へ
と
広
が
る
〈
深
淵A

b-G
rund

〉
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
「
世
界
全
体
の
極
限
ま
で
拡
張
さ
れ
た
心
」
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、テ
ィ
エ
ン
は
、「
一
切
は
阮
攸
の
「
心
」
と
い
う
語
に
存
在
す
る
」

と
ま
で
断
言
す
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
を
井
筒
な
ら
ば
、
言
語
的
意
味
分
節
の
観
点
か
ら
、
世
界
に
言
語

的
分
節
が
い
ま
だ
入
っ
て
い
な
い
、
絶
対
無
分
節
体
と
い
う
形
而
上
的
な

も
の
を
想
定
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
観

点
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
た
と
え
阮
攸
が
「
満
境
皆
空
何
有
相
」
と
言
っ

た
と
し
て
も
、
世
界
の
真
相
が
、
ま
っ
た
く
何
も
な
い
と
い
う
意
味
で
の

空
虚
な
世
界
な
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
言
語
的

な
意
味
の
分
節
線
（
相
）
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
言
語
的
に
切
り

分
け
ら
れ
て
独
立
し
た
存
在
者
が
存
在
し
な
い
渾
沌
と
し
た
世
界
だ
。
し

か
し
、
通
常
、
言
語
的
な
意
味
の
網
目
を
通
し
て
し
か
世
界
を
捉
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
私
た
ち
凡
人
は
、
そ
の
渾
沌
世
界
の
真
相
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
テ
ィ
エ
ン
は
こ
の
こ
と
を
、「
私
た
ち
が
具
体
的
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
実
在
す
る
木
で
あ
る
と
私
た
ち
が
認
め
る
木
が
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
実
在
の
木
と
は
、
名
前
の
な
い
他
の
何
か
の
影
に
す

ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
、
他
の
何
か
と
は
、
一
つ
の
「
何
か
」
で
は
な

く
、〔
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
〕
突
然
出
現
す
る
と
同
時
に
す
ぐ
さ
ま
消

え
て
し
ま
っ
て
い
る
何
か
の
返
景
と
復
照
に
す
ぎ
な
い
」（N

D
 287

）
と

言
っ
て
い
る
。「
名
前
の
な
い
他
の
何
か
」
と
は
、
井
筒
の
考
え
に
沿
っ

て
言
え
ば
、
言
語
的
な
分
節
線
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
一
個
の
独
立
し
て
存

在
す
る
存
在
者
と
し
て
は
名
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
定
の
無
分

節
体
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
私
た
ち
凡
人
が
い
ま
だ
知
ら
な
い

で
い
る
世
界
の
真
の
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
に
他
な
ら
な
い
。

阮
攸
は
、「
石
台
」
の
「
無
字
是
真
経
」
が
象
徴
的
に
言
い
表
し
て
い

る
よ
う
に
、
一
切
の
存
在
者
（
満
境
）
を
言
語
的
無
分
節
の
状
態
（
皆
空
、

何
有
相
）
に
還
元
し
、
自
ら
も
そ
の
〈
心
〉
の
中
に
入
定
観
想
す
る
。
た

だ
し
、
テ
ィ
エ
ン
も
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、「
色
不
異
空
」
は
同

時
に
「
空
不
異
色
」
で
あ
る
（N

D
 388

）。
空
は
転
じ
て
現
象
と
な
る
。「
そ

う
で
あ
っ
て
こ
そ
〔
つ
ま
り
、
一
度
、
一
切
を
空
じ
て
こ
そ
〕、
は
じ
め
て

別
の
光
の
中
に
回
復
す
る
の
で
あ
る
」（N

D
 388

）。「
青
洞
」
の
、
先
に

引
い
た
二
句
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
「
一
粒
乾
坤
開
小
天
」
と
い
う
言
葉
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の
よ
う
に
、
絶
対
無
分
節
の
沈
黙
を
突
き
破
り
、
世
界
は
「
別
の
光
の
中
」

で
発
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
芸
術
作
品
の
創
造
と
も
並
行
関
係
に
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
芸
術

創
造
を
「
大
晦
日
の
夜
の
よ
う
に
暗
い
〈
沈
黙
〉
の
深
淵
な
心
か
ら
の
声

響
、
音
響
、
影
、
映
の
き
ら
め
く
戯
れ
の
中
で
閃
光
を
発
し
て
ぱ
っ
と
噴

き
上
が
る
」（N

D
 431

）
と
も
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
詩
人
阮

攸
の
心
の
様
子
を
テ
ィ
エ
ン
は
、
阮
攸
が
経
て
き
た
隠
遁
時
代
の
絶
望
的

な
孤
独
を
代
弁
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
も
描
写
す
る
。

誰
が
完
全
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
詩
人
の
心
の
世
界
を
わ
し
掴
ん

だ
恐
る
べ
き
孤
独
を
、
凄
惨
な
逆
境
や
昼
夜
を
包
む
果
て
し
な
く
寂
し
い

思
い
を
、
そ
し
て
、
常
に
覚
醒
し
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
失
望
嫌
悪
感
を

制
御
し
、
疲
弊
し
き
り
散
漫
に
な
っ
た
意
識
の
顚
倒
的
な
纏
縛
を
破
壊

し
、
そ
し
て
、
あ
る
日
、
絶
望
が
突
然
ふ
い
に
「
そ
ぞ
ろ
溢
る
る
詩
の
心
」

lòng thơ lai láng bồi hồi

〔（131

）〕
を
噴
出
さ
せ
る
、
創
造
的
意
志
の
恐

る
べ
き
精
神
力
を
。（N

D
 130-131

）

前
に
見
た
「
心
」
の
覚
醒
と
同
じ
く
、
袋
小
路
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
そ

の
果
て
に
、「
詩
の
心
」
は
突
発
的
に
現
れ
る
。
た
だ
、
先
ほ
ど
は
、
一

切
が
空
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
、
そ
れ
が
創
造
へ
と
転
じ
て

い
る
。
詩
人
は
「
そ
ぞ
ろ
溢
る
る
詩
の
心
」
に
よ
っ
て
、
無
分
節
な
世
界

に
再
び
言
語
の
線
を
入
れ
て
、
新
た
な
世
界
を
言
語
的
に
発
現
さ
せ
る
の

で
あ
る
。

詩
人
の
用
い
る
そ
の
詩
的
言
語
は
、通
常
の
言
語
と
性
格
を
異
に
す
る
。

テ
ィ
エ
ン
は
、『
翹
伝
』
の
中
の
金
重
が
翹
を
想
う
場
面
の
「
あ
た
か
も

棟
に
軒
下
にD

ường như bên nóc trước thềm

」（2853

）
を
取
り
上
げ
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

あ
た
か
も
〜
の
如
くdường như

、
あ
た
か
も
あ
る
か
の
よ
うdường 

có

、
と
は
、
有
る
け
れ
ど
無
い
も
の
、
無
い
け
れ
ど
有
る
も
の
、
有
り
か

つ
無
く
、
有
る
こ
と
が
な
い
と
同
時
に
無
い
こ
と
が
な
い
も
の
、
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
詩
歌
の
、
人
類
の
詩
歌
言
語
す
べ
て

の
最
高
度
の
体
性
〔
本
質
〕
で
あ
る
。
阮
攸
の
詩
歌
の
絶
塵
の
巧
み
さ

と
美
し
さ
の
す
べ
て
は
、「
あ
た
か
も
…dường...

」「
あ
た
か
も
そ
の
…

dường ấy...

」「
あ
た
か
も
こ
の
…dường này...

」「
だ
か
ら
あ
た
か
もnên 

dường...

」「
あ
た
か
も
あ
る
か
の
よ
う
…dường có

」「
あ
た
か
も
…
の
ご

と
くdường như...

」
と
い
っ
た
ぼ
ん
や
り
と
し
た
表
情
の
中
に
見
え
隠

れ
す
る
あ
い
ま
い
な

0

0

0

0

0lãng đãng

と
こ
ろ
に
あ
る
。（N

D
 229

、
傍
点
引
用

者
）

29

ダ
オ
・
ズ
イ
・
ア
イ
ン
の
よ
う
な
大
学
者
で
さ
え
解
釈
を
誤
る
阮
攸
の

詩
的
言
語
の
難
解
さ
を
指
し
て
、

天
才
阮
攸
の
特
別
な
「
特
異
な
芸
」
は
、
い
つ
で
も
民
族
的
大
詩
豪
が
、

ベ
ト
ナ
ム
語
を
生
き
生
き
と
、
精
密
に
、
素
晴
ら
し
く
、
あ
い
ま
い
に

0

0

0

0

0

lãng đãng

、「
此
心
常
〈
定
〉
不
離
〈
禅
〉」
で
あ
る
一
人
の
人
か
ら
発
せ

ら
れ
た
深
い
多
く
の
意
味
を
秘
め
て
、
ベ
ト
ナ
ム
の
話
し
言
葉
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。（N

D
 351

、
傍
点
引
用
者
）

と
テ
ィ
エ
ン
が
評
す
る
よ
う
に
、
そ
の
詩
的
言
語
の
分
割
線
は
、
先
に
見

た
微
細
に
変
化
す
る
繊
細
な
「
糸
」
の
よ
う
に
「
あ
い
ま
い
」
で
あ
り
、

そ
の
あ
い
ま
い
さ
に
よ
っ
て
阮
攸
の
詩
的
世
界
は
、「
色
空
境
界
茫
不
悟
」
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

と
「
石
台
」
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
現
象
世
界
と
形
而
上
的
真
相
世

界
が
融
け
合
い
な
が
ら
、
翹
の
「
心
」
と
同
時
に
一
切
の
「
根
源
」
と
し

て
の
深
淵
た
る
〈
心
〉
を
し
る
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

以
上
、
ベ
ト
ナ
ム
文
学
を
代
表
す
る
長
編
韻
文
作
品
『
翹
伝
』
の
作

者
、
阮
攸
お
よ
び
阮
攸
の
漢
詩
を
含
め
た
作
品
を
テ
ィ
エ
ン
が
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
き
た
の
か
考
察
し
て
き
た
。
テ
ィ
エ
ン
が
文
壇
に
登
場
し
た

一
九
六
〇
年
代
に
は
す
で
に
、
阮
攸
を
ベ
ト
ナ
ム
の
詩
歌
と
思
想
を
体
現

す
る
詩
人
と
し
て
讃
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
の

根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
阮
攸
の
漢
詩
の
解
釈
に
は
か
な
り
強
引

な
面
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
当
時
の
テ
ィ
エ
ン
が
阮
攸
を
取

り
上
げ
る
と
き
に
は
、『
翹
伝
』
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
主
に
阮
攸

の
漢
詩
か
ら
の
考
察
が
中
心
で
あ
っ
た
。

亡
命
者
の
立
場
に
な
る
と
、
テ
ィ
エ
ン
は
ベ
ト
ナ
ム
語
そ
の
も
の
に
失

わ
れ
た
故
郷
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
阮

攸
　
民
族
的
大
詩
豪
』
で
は
、
阮
攸
が
『
翹
伝
』
で
用
い
た
ベ
ト
ナ
ム
語

に
注
目
し
、『
翹
伝
』
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
ベ
ト
ナ
ム
語
を
議
論
の
鍵

概
念
と
し
て
用
い
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
。
詩
作
面
で
は
、「
糸
」
と
い

う
語
を
阮
攸
の
詩
作
を
象
徴
す
る
語
と
位
置
付
け
、
そ
の
単
語
を
登
場
人

物
の
心
や
外
界
の
描
写
な
ど
へ
と
微
妙
に
意
味
を
変
化
さ
せ
巧
み
に
操

る
阮
攸
の
詩
作
を
評
価
す
る
。
思
想
面
で
は
、『
翹
伝
』
冒
頭
と
末
尾
に

現
れ
る
「
心
」
と
い
う
語
に
注
目
し
、
阮
攸
の
「
心
」
を
、
仏
教
の
視
点

か
ら
テ
ィ
エ
ン
は
読
み
取
っ
て
い
く
。
阮
攸
の
「
心
」
に
深
く
仏
教
思
想

が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
エ
ン
は
阮
攸
の
漢
詩
「
題
二

青
洞
」
と
「
梁
昭
明
太
子
分
経
石
台
」
の
中
の
言
葉
を
そ
の
根
拠
と
し
て

い
る
。
漢
詩
に
描
か
れ
た
阮
攸
の
入
定
状
態
の
「
心
」
を
覚
醒
し
た
「
心
」

と
捉
え
、『
翹
伝
』
の
物
語
も
覚
醒
、
解
脱
へ
と
向
か
う
筋
書
き
と
し
て
、

密
教
的
な
解
釈
も
織
り
込
み
な
が
ら
テ
ィ
エ
ン
は
読
み
取
っ
て
い
る
。
ま

た
、
テ
ィ
エ
ン
が
取
り
上
げ
る
阮
攸
の
覚
醒
的
な
「
心
」
と
は
、
も
は
や

個
人
の
内
面
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
切
の
根
源
と
し
て
の
〈
心
〉
で

あ
り
、
西
洋
哲
学
の
語
彙
で
言
え
ば
そ
れ
は
〈
存
在
〉B

eing

な
の
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
深
淵
の
沈
黙
』
の
〈
性
〉
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
のSein

の
訳
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、『
阮

攸
』
も
、
ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
宗
教
の
一
つ
禅
仏
教
の
語
彙
で
あ
る
と
同
時

に
『
翹
伝
』
の
中
心
と
な
る
ベ
ト
ナ
ム
語
を
用
い
な
が
ら
、
三
〇
年
前
と

同
じ
く
深
淵
な
る
と
こ
ろ
を
（
し
か
し
、
さ
ら
な
る
忍
辱
を
経
な
が
ら
一
層

深
く
沈
降
し
て
）
巡
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
阮
攸
』
で
の
、
密
教
的
な
要
素
を
絡
め
た
テ
ィ
エ
ン
の
『
翹
伝
』
読

解
に
関
し
て
は
、
も
し
作
者
の
阮
攸
自
身
を
解
釈
の
根
拠
と
す
る
と
す
る

な
ら
、
彼
の
漢
詩
作
品
に
は
密
教
的
な
要
素
は
確
認
で
き
ず
、
か
な
り

テ
ィ
エ
ン
自
身
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、

作
者
な
る
も
の
を
特
権
的
な
解
釈
の
正
当
性
の
根
拠
か
ら
外
し
て
、
自
由

に
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、『
翹
伝
』
の
新
た
な
読
解
可
能
性
の

地
平
を
開
く
も
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
阮
攸
の
漢
詩
に
基
づ
き

阮
攸
の
「
心
」
を
覚
醒
的
な
「
心
」
と
捉
え
、
そ
れ
が
『
翹
伝
』
に
反
映

さ
れ
て
い
る
と
い
う
テ
ィ
エ
ン
の
読
み
は
、『
翹
伝
』
解
釈
に
仏
教
思
想

の
深
み
を
与
え
る
も
の
と
し
て
一
定
の
評
価
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
考
え
る
。

最
後
に
、
言
い
漏
ら
し
た
こ
と
を
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
そ
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れ
は
「
光
」
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は
、
阮
攸
の
「
此
心
常

定
不
離
禅
」
と
い
う
心
の
状
態
の
と
き
に
働
く
般
若
智
に
つ
い
て
、『
般

若
心
経
』
を
用
い
て
説
い
て
い
る
（N

D
 386-387

）。
そ
の
『
心
経
』
冒
頭

で
は
、
観
音
菩
薩
が
深
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
て
い
る
と
き
に
、
五
蘊

皆
空
で
あ
る
と
「
照
見
」
し
て
い
る
。
こ
の
「
照
見
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
原
語 vyavalokayati

の
語
根√lok

は
、「
輝
く
」
と
い
う
意
味
に

繋
が
る
。
つ
ま
り
般
若
と
い
う
特
異
な
叡
智
は
、
あ
る
種
の
輝
き
、
光
と

結
び
つ
く
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
特
異
な
叡
智
を
光
源
と
し
て
発
せ
ら
れ
る

光
、
あ
る
い
は
光
そ
の
も
の
と
し
て
の
特
異
な
叡
智
こ
そ
、
テ
ィ
エ
ン
が

言
う
「
閃
光
」
や
「
別
の
光
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、『
形
而
上
学
入
門
』
の
中
で
、「
存
在
」
と
い
う
語
の
語
源
考

察
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
（
ド
イ
ツ
語
のbin, bist

と
も
同
根
の
）
ギ

リ
シ
ア
語
のφύσις

が
、
光φῶ

ς, φάος
と
語
源
学
的
に
関
連
付
け
ら
れ

る
と
言
っ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
光ābhā

も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
連
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
、

am
itābha

阿
弥
陀
と
い
う
「
は
か
り
し
れ
な
い
光
」
も
ま
た
、
あ
る
種

の
根
源
的
な
〈
存
在
〉
の
光
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、「
叡
智
」

と
「
存
在
」
と
「
光
」
と
の
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め

て
考
え
て
み
た
い
。

　
註

1
　 

フ
ァ
ム
・
ク
ィ
ン
が
一
九
二
四
年
の
阮
攸
の
命
日
に
読
ん
だ
演
説
の
中
の
言
葉
で

あ
り
、
同
氏
が
主
筆
を
務
め
た
『
南
風
雑
誌
』N

am
 Phong T

ạp C
hí

第
八
六
号
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。

2
　 

野
平
宗
弘
『
新
し
い
意
識

　
ベ
ト
ナ
ム
の
亡
命
思
想
家
フ
ァ
ム
・
コ
ン
・
テ
ィ
エ

ン
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。（
以
下
、『
新
し
い
意
識
』
と
略
）

3
　 Phạm

 C
ông Thiện, Im

 L
ặng H

ố T
hẳm

, A
n Tiêm

 X
uất B

ản, Sài G
òn, 1967, p. 7.

4
　 op.cit., p. 30.

5
　 op.cit., p. 31-32.

　
な
お
、
テ
ィ
エ
ン
の
原
文
で
大
文
字
で
始
ま
る
語
に
つ
い
て

は
、
日
本
語
訳
で
は
〈 

〉
で
囲
っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
原
文
で
斜
体
で
強
調

し
て
あ
る
も
の
も
多
く
あ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
煩
雑
に
な
る
た
め
日
本
語
で
の
強

調
は
省
略
す
る
（
以
下
同
様
）。

6
　 『
荘
子
』
第
二
冊
、
金
谷
治
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
五
年
、
二
〇
頁
。

7
　 N

guyễn D
u Toàn T

ập, vol.  1, M
ai Q

uốc Liên chủ biên, nhà xuất bản V
ăn H

ọc 

Trung Tâm
 N

ghiên C
ứu Q

uốc H
ọc,

出
版
地
記
載
な
し, 1996, p. 31.

　
阮
攸
の
漢
詩

の
日
本
語
書
き
下
し
文
は
引
用
者
に
よ
る
（
以
下
同
様
）。

8
　 『
荘
子
』
第
一
冊
、
金
谷
治
訳
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
一
五
〇
頁
。

9
　 

前
掲
『
新
し
い
意
識
』、
第
一
章
、
第
二
章
を
参
照
。

10
　 Phạm

 C
ông Thiện, H

ố T
hẳm

 C
ủa T

ư T
ưởng, 3 ed., Phạm

 H
oàng, Sài G

òn, 

1970 (1.ed., 1966).

『
思
想
の
深
淵
』
で
は
、阮
攸
の
漢
詩
「
龍
城
琴
者
歌
」
と
「
寄
友
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

11
　 Phạm

 C
ông Thiện, Ý

 T
hức M

ới Trong V
ăn N

ghệ V
à Triết H

ọc, 5 ed., Đ
ại 

N
am

 X
uất B

ản, C
alifornia, 1987 (1ed., 1964), p. 244. 

こ
こ
で
は
、「
咫
尺
の
間
も
幾

関
山
」（1938

）
と
い
う
『
翹
伝
』
の
一
節
を
引
き
、
ア
メ
リ
カ
留
学
生
活
の
疎
外
感
を

語
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
、『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
の
日
本
語
訳
は
、『
金
雲
翹
』

竹
内
與
之
助
訳
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
の
文
語
訳
を
参
考
に
し
て
、
適
宜
改
訳
し
て

あ
る
。『
翹
伝
』
か
ら
の
引
用
の
後
に
置
か
れ
た
（

　
）
内
の
数
字
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
原

文
で
の
行
番
号
を
表
し
、
そ
の
行
数
は
、Đ

ào D
uy A

nh, T
ừ Đ

iển Truyện K
iều, 2 ed., 

N
hà X

uất B
ản K

hoa H
ọc X

ã H
ội, H

à N
ội, 1987 (1 ed., 1974) 

巻
末
記
載
ク
ォ
ッ
ク

グ
ー
表
記
の
『
翹
伝
』
に
従
う
。
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12
　 Phạm

 C
ông Thiện, Ý

 T
hức M

ới Trong V
ăn N

ghệ V
à Triết H

ọc, p. X
II.

13
　 Phạm

 C
ông Thiện, N

guyễn D
u ; Đ

ại T
hi H

ào D
ân T

ộc, V
iện Triết-Lý V

iệt 

N
am

 và Triết H
ọc Thế G

iới X
uất B

ản, C
alifornia, 1996. 

以
下
、『
阮
攸

　
民
族
的
大

詩
豪
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、こ
の
本
の
略
号
をN

D

と
し
、引
用
文
の
後
に
、（N

D
 

ペ
ー
ジ
数
）
と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

14
　 

野
平
宗
弘
『
新
し
い
意
識
』
第
四
章
を
参
照
。

15
　 『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
七
四
三
頁
。

16
　  N

guyễn D
u Toàn T

ập, vol.  1, p. 173. 

こ
の
漢
詩
の
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、

川
本
邦
衛
『
ベ
ト
ナ
ム
の
詩
と
歴
史
』、
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
年
、
二
八
四
頁
に
よ
る
。

17
　 N

guyễn D
u Toàn T

ập, vol.  1, p. 313.

18
　 

そ
の
他
の
外
国
語
、
特
に
西
洋
語
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「〈
東
洋
道
理
〉
面
に
立
て
ば
、
儒
教
は
、
温
故
知
新
に
お
い
てnhớ

を

体
現
し
て
お
り
、
仏
教
は
念
の
一
字
に
お
い
て
体
現
し
て
い
る
。
／
〈
西
洋
哲
学
〉
面

に
立
て
ば
、nhớ

は
、
性
論
的
〔
存
在
論
的
〕
意
味
の
「anam

nesis

〔
想
起
〕」（Paul 

Friedlaender

の
訳
し
方
で
のrecollection

〔
回
想
〕、John B

urnet

の
訳
し
方
で
の

rem
iniscence

〔
回
想
〕）
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
統
治
し
て
い
た
。
そ
のnhớ

は
、

ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
の
定
義
に
お
け
る
「
家
を
思
う
、
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク

nhớ nhà

」「
故
郷
を
思
うnhớ quê hương

」「
望
郷
の
心lòng hoài hương
」（Sehnsucht

〔
憧
憬
〕,  H

eim
w

eh

〔
郷
愁
〕）
を
通
じ
て
（N

ovalis, Schriften Ed. J. M
inor, Jena, 

1923, Vol. 2, p.179, Frgm
.21; H

eidegger, D
ie G

rundbegriffe der M
etaphysik, W

elt-

E
ndlichkeit E

insam
keit, 1983, 1992

）、
そ
し
て
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「tưởng 

nhớ

」（souvenir

〔
追
憶
、
回
想
、
思
い
出
、
記
憶
〕）
を
通
じ
て
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
「nhớ tưởng

」（A
ndenken - G

edächtnis

）
を
通
じ
て
、
転
体
さ
れ
る
〔
特
別
な
意

義
を
帯
び
る
〕。」（N

D
 172

）

19
　 『
岩
波
仏
教
辞
典
』、
一
一
四
頁
。

20
　 

カ
オ
・
フ
イ
・
デ
ィ
ン
は
、「
石
台
」
お
よ
び
ベ
ト
ナ
ム
語
の
祭
文
「
十
類
衆
生

祭
文
」
の
宗
教
的
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、『
翹
伝
』
の
主
要
な
思
想
で
は
な
く
、
真
の
価

値
は
「
人
民
の
積
極
的
人
道
主
義
」
に
あ
る
と
主
張
す
る
（C

ao H
uy Đ

ỉnh, “Triết Lý 

đạo Phật trong “Truyện K
iều” ”, T

ạp C
hí V

ăn H
ọc, số 10, 1965, pp. 27-36.

）。
こ
れ

は
、
こ
こ
に
論
じ
る
テ
ィ
エ
ン
の
『
翹
伝
』
の
捉
え
方
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
主

張
で
あ
る
。
テ
ィ
エ
ン
は「
人
道
主
義
」「
人
本
主
義
」と
訳
さ
れ
る「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

に
つ
い
て
は
、
西
洋
出
自
の
人
間
中
心
主
義
的
な
価
値
観
だ
と
し
て
『
阮
攸
』
で
も
批

判
し
て
い
る
が
（N

D
 75-79

）、一
九
六
四
年
の
『
文
芸
と
哲
学
に
お
け
る
新
し
い
意
識
』

で
も
す
で
に
、
禅
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
批
判
し
て
い
る
（cf. Phạm

 

C
ông Thiện, Ý

 T
hức M

ới Trong V
ăn N

ghệ V
à Triết H

ọc, pp. 127-185.

）。ち
な
み
に
、

『
翹
伝
』
に
お
け
る
仏
教
の
問
題
を
最
初
に
取
り
上
げ
論
じ
た
の
は
、
チ
ャ
ン
・
チ
ョ
ン
・

キ
ム
で
、一
九
四
〇
年
一
〇
−
一
二
月
、『
集
刊
開
智
進
徳
』
一
号
で
の
こ
と
ら
し
い
（cf. 

N
guyễn N

gọc B
ích, Phật G

iáo Trong Truyện K
iều, http://thuvienhoasen.org/a8362/

phat-giao-trong-truyen-kieu

）。
そ
の
論
考
の
題
名
は「『
翹
伝
』に
お
け
る
仏
学
説
」で
、

因
果
説
に
基
づ
い
て
『
翹
伝
』
を
論
じ
て
お
り
、
ブ
イ
・
キ
ー
、
チ
ャ
ン
・
チ
ョ
ン
・

キ
ム
校
考
の
『
翹
伝
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（Trần Trọng K

im
, “Lý-thuyết Phật-H

ọc 

Trong Truyện K
iều”, N

guyễn D
u, Truyện T

huý K
iều, B

ùi K
ỳ và Trần Trọng K

im
 

hiệu khảo, in lần thứ 8, Tân V
iệt, 

出
版
地
、
出
版
年
不
記
載, pp. X

X
X

IV-X
LIII.

）。

21
　 Tribu, no.1, C

entre d’Édition et d’A
ction Poétique, Toulouse, 1983, p. 89.

22
　 

こ
の
阮
攸
の
漢
詩
二
首
に
仏
教
思
想
を
見
出
す
の
は
、
テ
ィ
エ
ン
が
初
め
て
で
は

な
い
。
阮
攸
生
誕
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
六
五
年
の
時
点
で
、
南
部
に
お
い
て
、

タ
イ
ン
・
ラ
ン
は
、
阮
攸
に
お
け
る
老
荘
思
想
、
儒
教
の
影
響
も
指
摘
し
つ
つ
、「
仏
教

を
崇
拝
す
る
宗
教
的
態
度
」
を
描
い
て
い
る
漢
詩
と
し
て
「
青
洞
」、「
石
台
」
の
二
首

を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
（Thanh Lang, “nguyễn-du như là m

ột 

huyền thoại hay thơ văn chữ hán của nguyễn-du như là chứng nhân sự phản ánh 

cuộc đời hiện thực kỳ quái của ông trong đoạn trường tân thanh”, V
ăn-H

oá N
guyệt-

San, q. 10&
11, tháng 10&

11, 1965, pp. 1423-1424.

）。
北
部
で
は
、
同
じ
一
九
六
五
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年
に
、
三
〇
〇
首
近
く
あ
る
阮
攸
の
漢
詩
を
収
集
し
、
現
代
ベ
ト
ナ
ム
語
訳
を
付
け
て

漢
詩
集
『
阮
攸
の
漢
詩
』
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
現

在
に
到
る
ま
で
で
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
阮
攸
の
漢
詩
作
品
の
ほ
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
「
青
洞
」、「
石
台
」
の
二
首
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
編

者
の
一
人
、
チ
ュ
オ
ン
・
チ
ン
は
、
冒
頭
の
「
紹
介
」
で
、「
注
意
深
く
見
る
と
、
仏
学
、

道
学
は
、
阮
攸
の
魂
に
本
当
に
深
い
影
響
は
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
一
文
の
註
釈
で
は
、「
石
台
」
の
「
我
読
金
剛
千
遍
零
／
其
中
奥
旨
多
不
明
」

を
取
り
上
げ
、阮
攸
が
仏
教
を
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て
い
る
。
チ
ュ

オ
ン
・
チ
ン
の
考
え
は
、テ
ィ
エ
ン
の
考
え
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
石
台
」
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
阮
攸
の
禅
に
対
す
る
理
解
は
深
か
っ
た
と
考
え
る

の
が
明
ら
か
に
妥
当
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
（cf. Trương C

hính, “lời giới thiệu”, 

Lê Thước &
 Trương C

hính (ed.), T
hơ C

hữ H
án N

guyễn D
u, nhà xuất bản V

ăn H
ọc, 

H
à N

ội, 1965, p. 40.

）。

23
　 N

guyễn D
u Toàn T

ập, vol.  1 pp. 536-537.

24
　 op.cit., p. 175.

　
全
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。【
原
文
】「
題
二
青
洞
」
盤
古
初

分
不
記
年
／
山
中
生
窟
窟
生
泉
／
万
般
水
石
擅
大
巧
／
一
粒
乾
坤
開
小
天
／
満
境
皆
空

何
有
相
／
此
心
常
定
不
離
禅
／
大
師
無
意
亦
無
尽
／
俯
嘆
城
中
多
変
遷
。【
書
き
下
し
文
】

「
二
青
洞
に
題
す
」
盤
古
の
初
分

　
年
を
記
さ
ず
／
山
中

　
窟
を
生
み

　
窟
は
泉
を
生
む

／
万
般
水
石

　
大
い
に
巧
な
る
を
擅
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
す
／
一
粒
の
乾
坤

　
小
天
を

開
き
た
り
／
満
境
は
皆
空
な
り

　
何
ぞ
相
有
ら
ん
／
此
の
心

　
常
に
定
に
し
て

　
禅
を

離
れ
ず
／
大
師

　
無
意
に
し
て
亦
た
無
尽
／
俯
し
て
嘆
く

　
城
中

　
変
遷
多
き
こ
と
を
。

【
現
代
語
訳
】
盤
古
が
天
地
を
初
め
て
分
け
た
が
、
そ
の
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
山
中

に
は
洞
窟
が
生
ま
れ
、
洞
窟
に
泉
が
生
ま
れ
た
。
す
べ
て
の
物
事
、
水
と
石
は
、
大
変

巧
み
に
、意
の
ま
ま
に
並
べ
ら
れ
た
。
一
粒
の
乾
坤
が
小
さ
な
天
を
開
い
た
。
満
境
（
す

べ
て
の
外
的
世
界
）
は
皆
、
空
で
あ
り
、
ど
う
し
て
相
な
ど
あ
ろ
う
か
。
こ
の
心
は
常

に
入
定
の
状
態
に
あ
っ
て
、
禅
を
離
れ
て
は
い
な
い
。
大
師
（
仏
）
は
無
意
で
あ
り
な

が
ら
、
無
尽
で
あ
る
。
城
中
を
俯
瞰
し
て
、
多
く
の
変
遷
を
嘆
く
。

25
　 

『
六
祖
壇
経
』
か
ら
の
引
用
は
、SAT

大
正
新
脩
大
藏
經
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
（http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/

）
所
収
の
「
六
祖
大
師
法
寶
壇
經/

附
、

六
租
大
師
縁
記
外
記(

法
海) (N

o. 2008 

宗
寶
編 ) in Vol. 48

」
に
基
づ
く
（
以
下

同
様
）。

26
　 

原
文
で
は
「
一
七
字
」、「
一
七
回
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
純
な
誤
記
と
捉
え
、

改
め
た
。

27
　 

『
無
門
関
』
西
村
恵
信
訳
註
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
一
二
二
頁
、「
二
十
九

　
非
風
非
幡
」。

28
　 Toshihiko Izutsu, Tow

ard a Philosophy of Z
en B

uddhism
, Prajñā Press, B

oul-

der, 1982 (1st ed., Im
perial Iranian A

cadem
y of Philosophy, 1977), p. 212.

29
　 

井
筒
も
ま
た
、
道
元
の
言
う
「
魚
行
き
て
魚
に
似
た
り
」
の
魚
、「
鳥
飛
ん
で
鳥

の
ご
と
し
」
の
鳥
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
、「
分
節
さ
れ
て
い
る
「
に
似
た
り
」、

分
節
さ
れ
て
い
る
「
か
の
ご
と
し
」
の
事
態

─
こ
れ
こ
そ
存
在
の
究
極
的
真
相
、
存

在
の
「
如
如
」、
す
な
わ
ち
「
真
如
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
。」（
井
筒

俊
彦
『
意
識
と
本
質
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
一
六
五
頁
。）
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が
あ
る
よ
う
に
、
船
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
着
く
と
日
本
か
ら
講
演
の
話
が

舞
い
込
み
、
そ
の
後
香
港
で
は
、
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
到
着
が
こ
れ
以
上
遅

れ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、
上
海
に
寄
る
は
ず
だ
っ
た
航
路
を
変
え

て
ま
で
到
着
日
を
早
め
る
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
旅
行
者
』
に

よ
る
と
、
こ
の
特
別
の
配
慮
に
タ
ゴ
ー
ル
も
悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
が
、
一
方
で
は
「
わ
た
し
と
し
て
は
遅
れ
る
こ
と
に
特
に
異
議
は
な

か
っ
た
の
だ
が
。
船
の
旅
は
嵐
の
と
き
を
除
い
て
た
い
へ
ん
快
適
だ
か

ら
」
と
私
信
に
書
い
て
い
る

3
。

　
と
も
あ
れ
、
船
は
一
九
一
六
年
五
月
二
十
九
日
に
神
戸
に
到
着
し
た
。

こ
の
あ
と
タ
ゴ
ー
ル
は
九
月
二
日
に
シ
ア
ト
ル
行
き
の
船
に
乗
り
込
む

ま
で
、三
ヶ
月
強
を
日
本
で
過
ご
す
。
神
戸
で
の
出
迎
え
の
熱
狂
ぶ
り
は
、

タ
ゴ
ー
ル
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
人
間
サ
イ
ク
ロ
ー
ン
」
並
で
、
も
と
も
と

の
知
り
合
い
で
あ
っ
た
横
山
大
観
や
河
口
慧
海
な
ど
の
ほ
か
に
、
在
日
イ

ン
ド
人
、
一
般
の
日
本
人
、
新
聞
記
者
な
ど
に
囲
ま
れ
て
大
騒
ぎ
と
な
っ

た
様
子
が
伺
え
る
。

　
こ
の
あ
と
し
ば
ら
く
の
間
、
人
々
の
熱
狂
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し

て
タ
ゴ
ー
ル
の
日
々
は
過
ぎ
て
い
く
。
そ
の
一
端
を
覗
か
せ
る
も
の
と
し

て
、
六
月
一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
こ
の
日
、
タ

ゴ
ー
ル
は
午
前
中
に
神
戸
か
ら
大
阪
の
丸
山
幹
治
宅
（
当
時
大
阪
朝
日
勤

務
）
に
赴
き
、
茶
の
湯
と
会
席
料
理
を
楽
し
ん
だ
あ
と
、
い
っ
た
ん
神
戸

百
年
前
の
日
本
へ
の
旅
〜
タ
ゴ
ー
ル
の
『
日
本
旅
行
者
』
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丹
羽
京
子

１
．
日
本
で
の
三
ヶ
月

　
今
か
ら
ほ
ぼ
百
年
前
、
一
九
一
六
年
に
タ
ゴ
ー
ル
（Thakur, 

R
abindranath

）
は
日
本
を
訪
れ
、
そ
の
名
も
『
日
本
旅
行
者
（Japan 

Y
atri

）』
を
書
き
残
し
た
。
元
号
で
は
大
正
五
年
、世
界
に
目
を
転
じ
れ
ば
、

第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
の
時
期
で
あ
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
な
ぜ
日
本
に
来
た
の
か
？

　
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル
は
ベ
ン
ガ

ル
の
地
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
い
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
す
る
と
落
ち
着
か
な

く
な
り
「
ど
こ
か
へ
」
行
き
た
く
な
る
の
が
習
い
性
だ
っ
た
。
こ
の
と
き

も
「
ど
こ
か
へ
」
行
く
と
い
う
先
だ
っ
た
気
持
ち
が
あ
り
、
そ
の
行
き
先

が
日
本
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
日
本
へ
の
憧
憬
は
そ
も
そ
も
一
九
○
一
年

に
岡
倉
天
心
と
知
り
合
っ
た
こ
ろ
か
ら
温
め
て
い
た
よ
う
だ

1
。
そ
の
後

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
を
は
さ
ん
で
一
九
一
五
年
頃
に
タ
ゴ
ー
ル
は
外
遊
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
方
面
に
行
く
の
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
ア
メ
リ
カ
か

ら
講
演
旅
行
の
招
待
が
舞
い
込
み
、
タ
ゴ
ー
ル
は
た
だ
ち
に
日
本
船
を
予

約
2

、
行
き
帰
り
に
日
本
に
寄
る
手
は
ず
を
整
え
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
時
点
で
は
日
本
へ
の
旅
は
私
的
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
一
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
て
以
来
初
の
外
遊
と
な
る
こ
の
旅

は
、
し
だ
い
に
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
く
。『
日
本
旅
行
者
』
に
も
記
述
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に
戻
っ
て
着
替
え
、
夕
方
の
列
車
で
再
び
大
阪
に
向
か
い
、
夜
は
大
阪
天

王
寺
ホ
ー
ル
で‟India and Japan”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講
演
を
こ
な
し

て
い
る
。
こ
の
あ
と
一
行
が
ど
こ
に
泊
ま
る
か
に
つ
い
て
混
乱
が
あ
っ
た

ら
し
く
、
タ
ゴ
ー
ル
は
夜
半
過
ぎ
ま
で
大
阪
市
内
を
連
れ
回
さ
れ
た
上
、

真
夜
中
に
市
電
に
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
群
衆
に
取
り
囲
ま
れ
た
と
の

記
事
も
あ
る
。
翌
日
に
大
阪
朝
日
の
重
役
が
不
手
際
に
つ
い
て
謝
罪
に
訪

れ
た
と
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
相
当
の
混
乱
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る

4
。

　
も
ち
ろ
ん
毎
日
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
「
公
式
」
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
六
月
五
日
に
上
京
し
て
か
ら
も
当
分
続
く
。
例
え
ば
六
月
十
日
は

時
の
首
相
、
大
隈
重
信
を
訪
ね
、
そ
の
足
で
早
稲
田
大
学
を
見
学
、
午
後

は
岡
倉
天
心
の
設
立
し
た
日
本
美
術
院
を
訪
れ
て‟Ideal of A

rt”

と
題
す

る
講
演
を
行
い
、
そ
の
ま
ま
美
術
院
の
面
々
と
会
食
に
赴
い
て
い
る
し
、

翌
六
月
十
一
日
は
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て‟The M

essage of India to 
Japan”

と
題
す
る
講
演
、
十
二
日
は
能
の
鑑
賞
、
十
三
日
に
は
上
野
の
寛

永
寺
で
二
百
人
ほ
ど
を
集
め
た
歓
迎
会
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
実
際
、
日
本
に
お
い
て
異
国
の
詩
人
が
こ
こ
ま
で
歓
待
さ
れ
る
な
ど
、

ほ
か
に
事
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
ら
も

さ
す
が
に
六
月
後
半
に
は
一
段
落
着
き
、
以
後
は
比
較
的
平
穏
な
日
々
が

続
く
。
一
般
的
に
は
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
、
そ
れ
も
日
本
を
批
判
し
た

一
節
が
不
評
を
か
こ
ち
、
旅
の
後
半
で
は
人
々
の
熱
狂
も
冷
め
て
寂
し
い

日
々
を
過
ご
し
た
よ
う
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で

は
な
い
。

　
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
が
不
評
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
新

聞
、
雑
誌
に
載
っ
た
評
で
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見

当
た
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
ス
ピ
ー
チ
を
も
っ
て
タ
ゴ
ー
ル
の
人
気
が
突

如
衰
え
た
と
単
純
に
捉
え
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
七
月
二
日

に
も
慶
應
大
学
で‟The Spirit of Japan”

と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る

が
、
東
大
講
演
の
の
ち
、
批
判
的
な
評
が
出
揃
っ
た
こ
の
時
期
に
お
い
て

も
人
々
は
講
演
に
つ
め
か
け
、
チ
ケ
ッ
ト
が
手
に
入
ら
な
い
た
め
に
入
場

で
き
な
い
も
の
が
相
次
い
だ
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
来
場
者
は
、
実
際
に

講
演
に
行
っ
た
秋
田
雨
雀
に
よ
れ
ば
、
東
大
講
演
が
千
五
百
〜
六
百
人
ほ

ど
、
慶
大
講
演
が
千
人
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
タ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
最
も
敵
意
を
あ
ら
わ
に
し
た
記
事
の
ひ

と
つ
が
岩
野
泡
鳴
の
「
タ
ゴ
ル
氏
に
直
言
す
」［
岩
野 

一
九
一
六
］
で
あ

ろ
う
が
、
こ
れ
も
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
反
論
と
い
う
よ
り
、
人
物
批
判
、

あ
る
い
は
タ
ゴ
ー
ル
を
取
り
巻
く
状
況
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、こ
う
し
た
「
タ
ゴ
ー
ル
批
判
」
は
前
年
の
「
タ
ゴ
ー
ル
・
ブ
ー

ム
」
の
と
き
に
す
で
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
ス
ピ
ー
チ
を
問
題
に

し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
タ
ゴ
ー
ル
人
気
の
あ
り
よ
う
を

問
題
に
し
て
い
る
も
の
も
多
い

5
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い

が
、
一
般
の
人
々
、
特
に
学
生
や
女
性
の
熱
狂
と
、
そ
う
し
た
現
象
を
喜

ば
な
い
知
識
人
と
い
う
構
図
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
三
ヶ
月
以
上
に
も
渡
る
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
滞
在
に
は
、
新

聞
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
「
公
的
」
な
面
と
、そ
れ
と
は
異
な
る
「
私

的
」
お
よ
び
私
的
関
心
を
伴
う
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
日
本
旅
行
者
』
は
む
し
ろ
そ

う
し
た
私
的
関
心
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
6

。
六
月
五
日
に
東
京
に
着
い
た
タ
ゴ
ー
ル
は
い
っ
た
ん
上
野
の
横
山
大
観

邸
に
落
ち
着
い
た
が
、
そ
こ
が
手
狭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
横
浜
の
原
富
太

郎
宅
（
現
在
の
三
渓
園
）
に
移
る
。
原
氏
は
も
と
も
と
岡
倉
天
心
の
友
人

で
、
大
観
や
観
山
ら
天
心
門
下
の
画
家
の
後
援
を
託
さ
れ
た
と
も
言
わ
れ
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て
お
り
、
当
時
ま
だ
新
進
で
あ
っ
た
こ
れ
ら
の
画
家
の
作
品
を
多
数
購
入

し
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
今
日
で
は
名
作
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
作

品
を
原
氏
宅
で
鑑
賞
し
て
い
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
六
月
十
八
日
か
ら
日
本
を
旅
立
つ
ま
で
基
本
的
に
原
氏

宅
に
滞
在
し
、
原
稿
執
筆
な
ど
を
し
て
日
々
を
過
ご
す
。
そ
れ
で
も
訪
問

者
は
あ
と
を
絶
た
ず
、
数
々
の
質
問
を
携
え
た
学
生
た
ち
（
朝
鮮
半
島
出

身
の
学
生
を
含
む
）
の
ほ
か
に
、
秋
田
雨
雀
、
佐
佐
木
信
綱
、
渋
沢
栄
一

7

な
ど
も
原
氏
宅
に
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
ね
て
い
る
。
ま
た
、
原
氏
宅
を
離
れ
て

日
本
女
子
大
の
軽
井
沢
に
あ
る
三
泉
寮
を
訪
れ
た
り

8
、
そ
の
足
で
五
浦

の
故
岡
倉
天
心
邸
を
訪
れ
た
り
も
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
タ
ゴ
ー
ル
は
三
ヶ
月
を
日
本
で
過
ご
し
、
九
月
二
日
に
シ
ア

ト
ル
行
き
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
。
こ
の
間
、
タ
ゴ
ー
ル
が
何
を
見
、
何
を

思
っ
た
か
の
一
端
が
、『
日
本
旅
行
者
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

次
章
以
下
、
こ
の
紀
行
文
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
．『
日
本
旅
行
者
』
の
背
景

　
こ
の
紀
行
文
の
内
容
に
入
る
前
に
、
ま
ず
背
景
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て

整
理
し
て
お
き
た
い
。『
日
本
旅
行
者
』
は
も
と
も
と
雑
誌
の
連
載
と
し

て
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
五
月
一
日
に
コ
ル
カ
タ
の
キ
デ
ィ
ル
プ
ル
埠

頭
で
船
に
乗
り
込
ん
だ
時
点
で
始
ま
っ
て
い
る
。
原
稿
は
途
中
立
ち
寄
っ

た
港
な
ど
か
ら
折
々
に
送
ら
れ
、
順
次
連
載
さ
れ
た
。
実
は
こ
の
紀
行
文

は
「
日
本
」
旅
行
者
と
題
し
な
が
ら
、
そ
の
三
分
の
二
ま
で
が
日
本
到

着
以
前
の
記
述
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
事
情
か

ら
あ
る
程
度
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
旅
の
ほ
ぼ
一
ヶ
月
の
間
、
比

較
的
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
到
着
以
降
は
目
ま
ぐ
る
し

い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
た
め
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
や
や
い
び
つ
な

構
成
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
連
載
が
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
は

一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
当
初
こ
れ
ら
の
文
章
が
連
載
さ
れ
た
の
は
「
緑
の
葉
（Sabuj Patra

）」

と
い
う
雑
誌
で
あ
っ
た
。「
緑
の
葉
」
は
タ
ゴ
ー
ル
の
お
気
に
入
り
の
姪
、

イ
ン
デ
ィ
ラ
の
夫
で
あ
る
プ
ロ
モ
ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ

9
の
手
に
よ
る
も
の

で
、
事
実
上
、
こ
の
雑
誌
は
口
語
化
運
動
の
牙
城
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。
ベ
ン
ガ
ル
語
の
書
き
言
葉
に
お
い
て
は
、
近
代
化
以
降
、

Sadhu bhasha

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
文
語
体
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

時
期
文
章
に
お
け
る
口
語
化
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
モ

ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ
は
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
実
際
に
は

文
章
の
口
語
化
は
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
く
は
広
ま
ら
ず
、
タ
ゴ
ー
ル
が
そ
れ

に
賛
同
し
て
い
ち
早
く
散
文
で
は
全
面
的
に
口
語
を
採
用
し
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
す
べ
て
が
口
語
化
さ
れ
る
の
は
一
九
五
○
年
代
前
後
と
言
っ
て

よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
一
九
一
六
年
出
版
の
長
編
小
説
『
家

と
世
界
』
で
完
全
口
語
化
を
成
し
遂
げ
て
以
来
、
タ
ゴ
ー
ル
は
い
っ
さ
い

の
散
文
を
口
語
文
で
書
く
よ
う
に
な
り
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
も
例
外

で
は
な
い
。

　
実
は
タ
ゴ
ー
ル
に
は
も
と
も
と
口
語
体
へ
の
指
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
は

こ
の
種
の
文
章
に
お
い
て
い
っ
そ
う
顕
著
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
紀
行

文
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
も
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル

の
紀
行
文
を
概
観
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
数
え
方
に
も
よ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
紀
行
文
は
最
大
で
十
作
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
（E

urope-prabasir Patra, 
1881

）』
を
皮
切
り
に
、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の
日
記
そ
の
一
（E

urope 
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Y
atrir D

iary 1, 1891

）』、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の
日
記
そ
の
二
（E

urope 

Y
atrir D

iary 2, 1893

）』『
日
本
旅
行
者（Japan Y

atri, 1919

）』、『
旅
行
者（Y

atri, 
1929

）』、『
ロ
シ
ア
か
ら
の
手
紙
（R

ussiar C
ithi, 1931

）』、『
日
本
で
、
ペ

ル
シ
ャ
で （Japane Parasye, 1936

）』（
こ
の
う
ち
「
日
本
で
」
の
部
分
は
『
日

本
旅
行
者
』
の
再
録
）、『
西
洋
へ
の
旅
（Pashcatyabhram

an, 1936

）』、『
道

と
道
の
果
て
に 
（Pathe o Pather Prante, 1938

）』、
そ
し
て
『
道
で
書
き
貯

め
た
も
の 

（Pather Sancay, 1939

）』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、『
西

洋
へ
の
旅
』
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
』
と
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
者
の

日
記
』
の
再
録
で
あ
る
（
の
で
実
質
は
九
作
と
も
言
え
る
）。

　
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
種
の
作
品
に
「
旅
行
者

（yatri

）」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、「
旅
行
」
も
し
く
は
「
紀
行
」（yatra

も
し
く
はbhram

an

）と
い
う
単
語
を
あ
ま
り
当
て
は
め
て
い
な
い
の
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
い
っ
た
ん
置
い
て
お
く
。

　
も
う
ひ
と
つ
目
立
つ
の
が
「
手
紙
（cithi
も
し
く
はpatra

）」
と
い
う

単
語
で
あ
る
。
実
際
『
日
本
旅
行
者
』
も
、
雑
誌
掲
載
時
に
は
、「
日
本

旅
行
者
の
手
紙
（Japan Yatrir Patra

）」
あ
る
い
は
「
日
本
か
ら
の
手
紙

（Japaner Patra

）」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
た
。
実
は
タ
ゴ
ー
ル
に

お
い
て
は
こ
の
「
手
紙
文
」
す
な
わ
ち
「
書
簡
集
」
と
「
紀
行
文
」
の
区

別
は
曖
昧
で
、
上
に
挙
げ
た
「
紀
行
文
」
の
う
ち
、『
旅
行
者
』
の
中
に

含
ま
れ
る
「
ジ
ャ
ワ
旅
行
者
の
手
紙
」
お
よ
び
『
ロ
シ
ア
か
ら
の
手
紙
』、

『
道
と
道
の
果
て
に
』、『
道
で
書
き
貯
め
た
も
の
』
は
も
と
も
と
海
外
か

ら
個
人
に
宛
て
た
手
紙
を
集
め
た
も
の
な
の
で
書
簡
集
と
も
解
釈
で
き

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
書
簡
集
も
タ
ゴ
ー
ル
独
特
の
色
彩
を
帯
び
て
い
る

こ
と
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
手
紙
魔
と
言
っ

て
も
よ
い
ほ
ど
の
膨
大
な
数
の
手
紙
を
し
た
た
め
た
タ
ゴ
ー
ル
は
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
書
き
物
に
手
を
染
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
日
記
だ
け
は
書

き
残
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
日
記
が
わ
り
と
い
う
側
面
も
持

つ
。
一
方
こ
れ
ら
の
手
紙
の
一
部
は
タ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
出
版
も
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
も
の
は
も
は
や
私
信
で
は
な
く
、
文
学
作
品
の

一
種
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る

10
。
そ
う
し
た
例
が
、
大
部
分
姪
の
イ
ン

デ
ィ
ラ
に
宛
て
た
私
信
を
ま
と
め
た
『
切
れ
切
れ
の
手
紙
（C

hinnapatra, 
1912

）』
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ひ
と
と
き
盛
ん
に
手
紙
を
交
わ
し
た
ラ
ヌ
・

ム
カ
ジ
ー
と
の
や
り
と
り
の
一
部
を
ま
と
め
た
『
バ
ヌ
シ
ン
ホ
の
手
紙

（B
hanushim

her Patrabali, 1929

）』
で
あ
る
。

　
話
を
口
語
体
に
戻
そ
う
。
実
は
タ
ゴ
ー
ル
の
紀
行
文
は
そ
も
そ
も
の
は

じ
め
、
つ
ま
り
一
八
八
一
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在
通
信
』
か
ら
口
語
体

で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
個
人
宛
の
手
紙
を
ま
と
め
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
手
紙
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
自

身
、「
も
し
わ
た
し
た
ち
が
面
と
向
か
っ
て
話
す
と
き
の
こ
と
ば
が
、
そ

れ
が
目
に
映
る
段
に
な
っ
た
と
た
ん
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら

11
」
口
語
文
で
書
い
た
の
だ
と

語
っ
て
い
る
。「
目
に
映
る
」
と
は
も
ち
ろ
ん
読
む
こ
と
を
指
し
、タ
ゴ
ー

ル
は
こ
こ
で
、
手
紙
形
式
で
書
く
際
に
は
話
す
よ
う
に
書
く
方
が
自
然
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
序
文
自
体
は

文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
当
時
こ
の
よ
う
な
口
語
文
を
発
表
す

る
こ
と
が
い
か
に
め
ず
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
か
が
伺
え
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
も
と
も
と
手
紙
類
を
す
べ
て
口
語
文
で
書
い
て
お
り
、
お

よ
そ
も
の
を
書
く
と
き
に
は
文
語
体
で
書
く
の
が
主
流
で
あ
る
時
代
に

あ
っ
て
、
斬
新
な
指
向
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
タ
ゴ
ー
ル

は
手
紙
に
お
い
て
は
「
語
り
か
け
る
よ
う
な
」
文
章
を
求
め
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
個
人
宛
の
手
紙
で
な
く
と
も
、「
手
紙
の
よ
う
な
」
書
き
物
に
は
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す
べ
て
当
て
は
ま
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
い
わ
ゆ
る
「
旅
行
記
」
の
う
ち
、
い
く
つ
か
は
も
と
も
と

私
信
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
ら
は
旅
先
、
特
に
海
外
か

ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
結
果
的
に
「
紀
行
文
」
と
解
釈
す
る

こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
タ
ゴ
ー
ル
の
作
品
世
界
で
は
、

紀
行
文
は
手
紙
に
準
じ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
書
簡
集

と
紀
行
文
の
厳
密
な
区
別
は
な
い
。『
日
本
旅
行
者
』
は
始
め
か
ら
連
載

目
的
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
も
と
も
と
私
信
で
あ
っ
た
も
の
と
は
異
な
る

と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
タ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
同
一
の
ス
タ
イ
ル
に
属
す

る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
先
に
指
摘
し
た
タ
イ
ト
ル
の
「
旅
行
者
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
も
ま
た
、
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
種
の
書
き
物
へ
の
指
向
性
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
タ
ゴ
ー
ル
自
身
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
を
ど
う
考

え
て
い
た
の
か
、
ま
ず
、
原
稿
を
送
る
に
あ
た
り
、
編
集
者
の
プ
ロ
モ
ト
・

チ
ョ
ウ
ド
リ
に
書
き
送
っ
た
手
紙
を
見
て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
わ
た
し
の
書
き
物
は
手
紙
の
連
な
り
で
も
な
く
、
エ
ッ
セ
イ

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
わ
た
し
は
た
だ
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
を
書
き
、
そ

れ
を
見
直
す
こ
と
も
し
な
い
つ
も
り
だ
。
こ
こ
に
わ
た
し
の
旅
が
映
し
出

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
辻
褄
が
合
わ

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な

い 

12
。

　
つ
ま
り
手
紙
よ
り
も
、
エ
ッ
セ
イ
よ
り
も
自
由
に
書
く
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
で
も
折
に
触
れ
て
自
分

の
書
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
に
尋
ね
る
か
も
し
れ
な
い
、「
今
日
こ
こ
ま
で

お
ま
え
が
書
い
て
き
た
も
の
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
？

　
文
学

な
の
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
的
考
察
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
か
？
」
と
。

こ
れ
を
哲
学
的
考
察
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
哲
学
的
考
察
に

お
い
て
は
、
そ
れ
を
す
る
人
間
で
は
な
く
て
、
真
理
こ
そ
が
問
題
に
な
る

が
、
文
学
で
は
そ
れ
を
な
す
人
間
こ
そ
が
中
心
に
あ
り
、
真
理
は
二
の
次

な
の
で
あ
る

13
。

　
婉
曲
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
れ
は
哲
学
的
考
察
と

い
う
よ
り
、
文
学
で
あ
る
と
言
い
た
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
文
学
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
肝
心
な
の
は
中
心
に
あ
る
の
が
人
間
、
つ
ま
り

作
者
で
あ
る
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
別
の
箇
所
で
は

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
わ
た
し
の
こ
れ
ら
の
書
簡
が
、
日
本
の
実
際
を
映
し
出
し
た
も
の
と
し

て
教
科
書
に
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
と
断
言
で
き
る
。

日
本
に
関
し
て
わ
た
し
が
あ
れ
こ
れ
書
い
た
こ
と
の
な
か
に
は
、
日
本
も

存
在
し
て
い
る
が
、
わ
た
し
自
身
も
存
在
し
て
い
る

14
。

　　
こ
こ
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
自
分
自
身
の
存
在
を
主
張

し
て
い
る
。
つ
ま
り
旅
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
旅
を
し
て
い
る
自
分
こ

そ
が
こ
の
作
品
の
中
心
に
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ

れ
を
意
識
し
て
「
旅
行
者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
と
考
え
ら
れ

る 

15
。
お
よ
そ
旅
行
記
に
は
記
録
を
中
心
に
し
た
も
の
と
、
旅
行
を
し
て

い
る
本
人
の
印
象
な
り
思
索
な
り
を
中
心
と
し
た
両
極
の
あ
り
よ
う
が
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あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
旅
行
記
は
明
ら
か
に
後
者
に
属
す
る
。
そ
し
て
タ

ゴ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
読
ん
で
欲
し
い
と
読
者
に

あ
ら
か
じ
め
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．『
日
本
旅
行
者
』
を
ど
う
読
む
か

　
こ
の
書
に
お
い
て
ま
ず
日
本
の
読
者
が
興
味
を
持
つ
の
は
、
百
年
前
の

日
本
を
タ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う

思
っ
て
こ
の
書
を
紐
解
く
と
、
読
者
の
期
待
は
二
重
の
意
味
で
裏
切
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
が
な
か
な
か

出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
日
本
に
関
す
る
具
体
的
な
記

述
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
は
、
全
十
五
章
の
う
ち
実
に
十
一
章
ま
で
が
日

本
到
着
前
の
船
の
中
で
の
記
述
で
占
め
ら
れ
、
ペ
ー
ジ
数
に
し
て
三
分
の

二
に
近
い
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
日
本
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
。
た
だ
し

タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
船
（
土
佐
丸
）
に
乗
っ
て
い
た
の
で
、
日
本
人
船
長
や

乗
務
員
た
ち
、
日
本
人
の
人
間
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
は
前
半
に
も

散
見
す
る
。
タ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
れ
ば
「
船
か
ら
日
本
を
味
わ
い
始
め

て 

16
」
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
の
ち
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
に
つ
い
て

の
考
察
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
前
半
部
分
に
は
い
っ
た
い
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と

言
う
と

─
タ
ゴ
ー
ル
自
身
は
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
好
ま
な
か
っ
た

よ
う
だ
が

─
い
わ
ば
「
哲
学
的
思
索
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
こ
こ

に
は
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
船
が
出
航
し
た
直
後
に
は
こ
の
よ

う
な
文
章
が
続
く
。

　
こ
の
心
地
よ
さ
は
、
た
だ
漂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
。

…
（
中
略
）
…
人
は
歩
い
て
い
る
と
き
に
は
、
風
景
の
全
貌
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
て
漂
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
相
反
す
る

ふ
た
つ
の
あ
り
よ
う

─
坐
っ
て
い
る
こ
と
と
進
ん
で
い
る
こ
と

─
が

完
全
に
調
和
す
る
。
つ
ま
り
、
進
ん
で
は
い
る
け
れ
ど
も
、
進
む
こ
と
に

心
を
向
け
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
心
は
目
の
前
に
あ
る
も
の

を
心
ゆ
く
ま
で
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
と
陸
と
空
の
す
べ
て
を
ひ
と

つ
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る

17
。

　
こ
う
し
た
思
索
は
、
見
る
と
は
な
に
か
、
そ
し
て
「
見
る
者
」
と
し
て

の
わ
た
し
へ
の
考
察
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
、
あ
る
い
は
空
と
海
、
光
と

闇
な
ど
へ
の
思
弁
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
船
に
乗
っ
て
い
る
間
じ
ゅ
う
、

タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
思
考
の
連
な
り
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら

ず
、
六
章
、
七
章
と
進
む
に
つ
れ
哲
学
を
通
り
越
し
て
ま
っ
た
く
の
自
由

な
思
索
、
あ
る
い
は
と
き
に
詩
的
な
表
現
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
日
々
海

と
空
ば
か
り
を
眺
め
な
が
ら
タ
ゴ
ー
ル
は
言
う

─

　
こ
の
現
象
世
界
、
こ
の
色
白
の
娘
は

18
、
色
と
り
ど
り
の
美
し
い
衣
装

を
身
に
つ
け
て
逢
引
に
向
か
う
。
あ
の
闇
の
方
へ
、
あ
の
い
わ
く
言
い
表

し
が
た
い
方
へ
。
動
き
の
取
れ
な
い
規
則
の
な
か
に
捉
え
ら
れ
る
と
彼
女

は
死
ん
で
し
ま
う
。
彼
女
は
岸
を
抱
い
て
黙
っ
て
坐
っ
て
い
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
岸
を
離
れ
て
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
道
の
り
は
危
険
な
旅

で
あ
る
。
道
に
は
刺
が
あ
り
、
蛇
が
待
ち
か
ま
え
、
嵐
が
襲
う
。
そ
れ
ら

す
べ
て
を
乗
り
越
え
て
、
危
険
を
顧
み
ず
に
彼
女
は
行
く
。
そ
れ
は
ひ
た

す
ら
あ
の
い
わ
く
言
い
難
い
無
限
に
惹
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
未
知
な
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る
も
の
の
方
へ
、
さ
ら
な
る
も
の
の
方
へ
、
岸
を
離
れ
て
こ
の
逢
引
へ
の

旅
は
つ
づ
く

19
。

　
も
ち
ろ
ん
旅
を
し
て
い
る
と
い
う
自
分
の
お
か
れ
た
状
況
か
ら
の
連

想
も
あ
ろ
う
が
、
日
本
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
具
体
的
な
旅
と
は
か
け

離
れ
た
彷
徨
の
表
現
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
続
け
る
。

　
し
か
し
な
ぜ
行
く
の
か
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
行
く
の
か
、
そ
こ
に
は
道

の
跡
な
ど
な
い
し
、
な
に
も
見
え
な
い
の
だ
。
な
に
も
見
え
な
い
。
す
べ

て
は
不
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
虚
無
と
も
違
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
ち

ら
か
ら
笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
か
ら
だ
。
わ
た
し
た
ち
の
歩
み
は
、
目

で
見
て
進
む
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
旋
律
に
惹
か
れ
て
進
む
の
だ
。
目
で

見
な
が
ら
進
む
の
は
、
理
性
に
よ
る
歩
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
計
算
が
あ

り
、
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
ぐ
る
ぐ
る
と
岸
の
間
を
回
る
の
み
で

あ
る
。
そ
の
歩
み
は
前
に
進
む
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
笛
の
音
を
聞
い
て

そ
れ
に
惹
か
れ
て
進
む
も
の
は
、
生
死
の
観
念
も
な
く
し
て
し
ま
う
。
そ

し
て
そ
う
や
っ
て
我
を
忘
れ
て
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
は
前
へ
と
進
ん

で
き
た
の
で
あ
る

20
。

　
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
思
考
に
終
始
し
て
い
る
六
章
、
七
章
は
、
船
が

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
、
ま
た
出
発
す
る
間
に
書
か
れ
て
お
り
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
に
つ
い
て
の
記
述
は
船
が
洋
上
に
あ
っ
た
九
章
に
お
い
て

や
っ
と
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
「
実
際
の
旅
」
も
あ

ら
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
記
述
は
ま
た
、
あ
る
意
味
日
本
の
描
写
に

向
け
て
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
タ
ゴ
ー
ル
は
、
最
初
の
寄
港
地

ラ
ン
グ
ー
ン
で
そ
の
工
業
化
さ
れ
た
姿
を
以
下
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
イ
ラ
ワ
テ
ィ
河
か
ら
町
に
入
っ
て
い
く
と
き
の
、
こ
の

国
の
印
象
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
目
に
入
る
の
は
、
川
岸
の
大
き

な
石
油
工
場
が
高
い
煙
突
を
何
本
も
空
に
向
け
て
突
き
出
し
て
い
る
光
景

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
（
巨
大
な
）
ビ
ル
マ
人
が
横
に
な
っ
て
葉
巻

を
ふ
か
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
か
ら
進
む
に
つ
れ
て
ビ
ル
マ

や
外
国
の
船
が
群
れ
と
な
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
波
止

場
に
着
い
て
も
、
岸
の
よ
う
な
も
の
は
い
っ
こ
う
に
見
当
た
ら
な
い
。
何

列
に
も
並
ぶ
桟
橋
は
、巨
大
な
鉄
の
ヒ
ル
の
よ
う
に
、こ
の
国
の
体
に
ぴ
っ

た
り
と
張
り
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る

21
。

　
こ
の
よ
う
な
工
業
化
さ
れ
た
町
に
対
す
る
タ
ゴ
ー
ル
の
嫌
悪
感
は
港

に
着
く
た
び
に
あ
ら
わ
れ
、
次
の
寄
港
地
ペ
ナ
ン
で
も
ま
た
、
工
場
の
煙

突
を
醜
い
も
の
と
し
て
捉
え
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
経
て
香
港
に
至
る
と
、

「（
コ
ル
カ
タ
の
）
キ
デ
ィ
ル
プ
ル
埠
頭
を
皮
切
り
に
、
こ
こ
香
港
ま
で
、

港
ご
と
に
わ
た
し
は
商
業
主
義
と
い
う
も
の
の
様
相
を
見
て
き
た
。
そ
れ

が
ど
れ
ほ
ど
巨
大
な
も
の
で
あ
る
か
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
目
で
見

な
け
れ
ば
と
う
て
い
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
巨
大
だ
と
い
う
だ

け
で
は
な
い
。
醜
悪
と
言
っ
て
も
よ
い
状
況
で
あ
る

22
」
と
そ
れ
ら
を
ひ

と
つ
ら
な
り
の
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
延
長
線
上
で
船
は
神

戸
に
入
港
し
、
当
然
な
が
ら
タ
ゴ
ー
ル
の
神
戸
の
街
に
対
す
る
第
一
印
象

は
け
っ
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
問
題
な
の
は
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
文
明
が
、
現
代
と

い
う
同
じ
鋳
型
に
注
が
れ
て
全
く
同
じ
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
だ
。
あ
る
い
は
か
た
ち
な
ど
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
窓
か
ら
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見
え
る
神
戸
の
町
は
、
鉄
の
日
本
で
あ
っ
て
、
血
の
通
っ
た
日
本
で
は
な

い
。
一
方
に
わ
た
し
の
窓
が
あ
り
、
も
う
一
方
に
海
が
あ
る
が
、
そ
の
間

に
町
が
広
が
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
中
国
人
の
描
く
巨
大
で
恐
ろ
し
い
龍

の
よ
う
で
、
あ
の
く
ね
く
ね
し
た
怪
物
が
地
球
上
の
緑
を
食
い
尽
く
し
て

し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
何
層
に
も
重
な
る
鉄
の
屋
根
は
龍

の
背
の
鱗
の
よ
う
に
、
陽
の
光
を
受
け
て
ぎ
ら
ぎ
ら
と
光
っ
て
い
る

23
。

　
近
代
化
さ
れ
た
都
市
に
向
け
る
タ
ゴ
ー
ル
の
危
機
感
を
も
っ
た
ま
な

ざ
し
は
、
や
や
大
げ
さ
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
百
年

前
の
世
界
の
工
業
化
の
状
況
は
今
日
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず

斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
見
え
て
い
る
の
は
現
代
の

ス
マ
ー
ト
な
「
近
代
化
」
で
は
な
く
（
そ
れ
で
も
タ
ゴ
ー
ル
が
好
ん
だ
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）、い
わ
ば
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
「
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
」

的
な
非
人
間
的
な
工
業
化
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
も
う
一
点
、
こ
こ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
神
戸
や
そ
の
他
の
個
別
の
都

市
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
全
体
が
一
様
に
工
業
化
、
近
代

化
に
向
か
っ
て
い
る
さ
ま
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
も
そ
も
の
出
発
地
で
あ
る
ガ
ン

ジ
ス
河
口
の
あ
り
さ
ま
も
同
様
に
嘆
い
て
い
る
の
だ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
に

と
っ
て
船
か
ら
見
た
と
き
の
点
々
と
続
く
人
間
の
営
み
の
あ
り
よ
う
が
、

い
か
に
あ
ら
た
め
て
危
機
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
に
想
像
力

を
働
か
せ
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
コ
ル
カ
タ
を
含
め
た
こ
れ
ら
の
土
地
が
こ
と
ご
と
く
イ

ギ
リ
ス
が
抑
え
た
植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
日
本
に
と
っ
て
は
工
業
化
、
近
代
化
は
自
ら
の
独
立
を
守
る
た
め
の

い
わ
ば
頼
も
し
い
砦
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら

の
植
民
地
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
押
し
付
け
ら
れ
、
搾
取
さ
れ
る
現
状
の

象
徴
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
系
列
に
属
さ
な
い
は
ず

の
日
本
が
同
じ
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
、
タ
ゴ
ー
ル
が
な
お
一

層
失
望
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
タ
ゴ
ー
ル
は
や
っ
と
日
本
に
辿
り
着
き
、
以
後
、
十
二
章

か
ら
最
後
の
十
五
章
ま
で
は
日
本
に
ま
つ
わ
る
記
述
と
な
る
。
そ
の
う
ち

十
二
章
は
、
日
本
到
着
時
の
騒
乱
と
も
言
う
べ
き
出
迎
え
の
あ
り
さ
ま

と
、
そ
の
の
ち
に
落
ち
着
い
た
イ
ン
ド
人
商
人
の
家
の
記
述
で
占
め
ら
れ

る
比
較
的
短
い
章
で
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
家
の
女
中
の
働
き
ぶ
り
に

も
目
を
留
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
、
ラ
ン
グ
ー
ン
で
見
た
働
き
者
の

女
性
た
ち
の
記
述
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル

が
本
格
的
に
日
本
を
語
る
の
は
、
次
の
十
三
章
、
そ
し
て
十
四
章
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
の
章
が
こ
の
旅
行
記
の
中
心
部
分
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
十
三
章
は
タ
ゴ
ー
ル
が
日
本
到
着
後
一
週
間
目
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
間
タ
ゴ
ー
ル
は
神
戸
と
大
阪
を
経
験
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
明
日
は
東

京
へ
行
く
、
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
前
半
に
先

に
挙
げ
た「
鉄
の
」神
戸
の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
タ
ゴ
ー

ル
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。

　
こ
の
必
要
と
い
う
名
の
怪
物
は
、お
そ
ろ
し
く
固
く
て
醜
い
。
…（
中
略
）

…
神
戸
の
町
を
背
後
か
ら
見
て
わ
か
っ
た
の
は
、
人
間
の
必
要
と
い
う
も

の
が
、
自
然
の
多
種
多
様
な
も
の
を
ひ
と
つ
の
形
に
押
し
込
め
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
だ
。
人
間
に
は
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ば
が
徐
々
に
膨

れ
上
が
り
、
口
を
大
き
く
開
け
て
、
今
や
地
球
の
大
部
分
を
飲
み
込
も
う

と
し
て
い
る
。
自
然
も
単
な
る
必
要
の
集
ま
り
で
あ
り
、
人
間
も
た
だ
必

要
な
も
の
と
し
て
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

24
。
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実
は
こ
の
「
必
要
」
に
ま
つ
わ
る
考
察
は
、
日
本
に
到
着
す
る
以
前
、

船
の
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
思
索
を
繰
り
広
げ
て
い
た
際
に
も
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
い
わ
ば
「
自
由
連
想
方
式
」
の
よ
う
な
書
き
物
で

は
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
同
じ
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ー
マ
が
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
た
め
こ
の
紀
行
文
は
そ
の
い
び
つ
な
構
成
に
も
関
わ
ら
ず
不
思
議

な
一
貫
性
を
保
っ
て
も
い
る
。

こ
の
あ
と
、
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
人
の
服
装
が
世
界
共
通
の
「
オ
フ
ィ
ス

の
服
装
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
女

性
の
服
装
が
昔
な
が
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
目
を
留
め
、
そ
の
こ
と
を

「
日
本
の
女
性
た
ち
は
、
日
本
の
装
い
を
し
て
日
本
の
尊
厳
を
守
る
と
い

う
重
責
を
担
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
必
要
を
な
に
よ
り
大
事
な
も
の
と

は
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
の
目
と
心
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
の

で
あ
る

25
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
あ
た
り
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
は
い
よ
い
よ
本
格
的
な
日
本
文
化
の
記

述
と
分
析
に
入
る
。
ま
ず
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
人
が
無
駄
に
騒
ぎ
立
て
な
い

こ
と
を
語
り

26
、
こ
の
抑
制
し
た
あ
り
よ
う
が
日
本
の
力
の
あ
る
種
の
秘

密
で
あ
る
と
語
る
。
そ
し
て
そ
の
文
脈
で
、
日
本
の
俳
句
に
つ
い
て
の
説

明
が
続
く
。
こ
こ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
芭
蕉
の
有
名
な
句
、「
古
池
や
」
と
「
枯

れ
枝
に
」
を
翻
訳
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
説
明
は
簡
潔
に
し
て
理

に
か
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
そ
れ
に
続
け
て
さ
ら
に

生
け
花
と
茶
道
の
記
述
が
続
く
。
茶
道
の
記
述
は
比
較
的
細
部
に
わ
た
っ

て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
旅
行
記
で
読
者
が
日
本
を
体
験
で
き
る
数
少
な

い
箇
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
茶
道
の
こ
と
を
あ
る
種
の
「
宗
教
的
修
行
（
サ
ー
ダ
ナ
ー
）」

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
認
識
に
は
岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』
の

影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

27
。
実
は
俳
句
に
関
し
て
も
タ
ゴ
ー
ル
に
は

来
日
以
前
に
一
定
程
度
の
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
部
分
に
は
、
実
際
に
日
本
が
来
た
が
ゆ
え
の
新
た
な
発
見
と
は

言
え
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る

28
。

　
十
三
章
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
日
本
の
混
浴
文
化
に
関
す
る
記
述
に

は
、
タ
ゴ
ー
ル
ら
し
い
側
面
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
タ
ゴ
ー
ル
は

そ
れ
を
奇
異
な
も
の
、
あ
る
い
は
非
難
す
べ
き
も
の
と
し
て
退
け
る
の
で

は
な
く
、
混
浴
の
習
慣
は
日
本
人
が
互
い
の
体
に
対
し
て
妄
想
を
抱
い
て

い
な
い
が
ゆ
え
の
も
の
だ
と
積
極
的
に
評
価
す
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か

く
、
タ
ゴ
ー
ル
が
常
に
い
わ
ゆ
る
「
常
識
的
な
」
判
断
、
特
に
西
洋
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
価
値
観
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た

い
29

。
　
日
本
に
関
す
る
記
述
と
い
う
点
で
は
次
の
十
四
章
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
十
三
章
が
さ
ら
に
発
展
し
、
実
際
の
日
本
で
の
体
験
と

も
あ
い
ま
っ
て
タ
ゴ
ー
ル
独
自
の
日
本
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
十
四
章
が
い
つ
書
か
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
大
観
邸
の
記
述
に
続

い
て
、
原
邸
の
記
述
も
あ
り
、
そ
こ
で
目
に
し
た
大
観
や
観
山
の
絵
に
つ

い
て
の
詳
細
な
説
明
も
あ
る
の
で

30
、
数
日
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
十
四
章
で
は
、
ま
ず
苦
労
し
て
人
を
か
き
わ
け
大
観
邸
に
到
着
し
た
さ

ま
が
描
写
さ
れ
、
そ
し
て
大
観
邸
に
お
い
て
や
っ
と
日
本
の
「
内
な
る
世

界
」
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
タ
ゴ
ー
ル
は
語
る
。
こ
こ
で
の
日
本
の

家
に
関
す
る
記
述
は
か
な
り
詳
細
で
あ
る
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
常
と
し
て
、

た
だ
日
本
の
家
の
あ
り
よ
う
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。
タ

ゴ
ー
ル
は
語
る
。
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日
本
人
は
、
た
だ
芸
術
に
お
い
て
大
家
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
間

の
生
活
と
い
う
営
み
を
も
芸
術
と
し
て
手
中
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
価
値
あ
る
も
の
、
そ
れ
そ
の
も
の
に
威
厳
あ
る
も
の

の
た
め
に
は
、
十
分
な
空
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
完
全

で
あ
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
空
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
物
で
溢
れ
か

え
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
妨
げ
に
な
る
。
こ
の
家
の
な

か
の
ど
の
場
所
を
取
っ
て
も
、
大
切
に
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
し
、

無
用
な
も
の
も
な
い
。
無
駄
に
目
を
刺
激
す
る
も
の
も
な
い
し
、
耳
障
り

な
音
も
な
い

31
。

　
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
先
、
自
国
の
騒
が
し
さ
と
日
本
の
静
け
さ
、
イ
ン
ド

の
家
の
過
剰
で
ご
た
つ
い
た
あ
り
さ
ま
と
日
本
の
抑
制
さ
れ
た
あ
り
よ

う
と
そ
の
美
意
識
を
対
照
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
美
意
識
を
鍵
と
し

て
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
文
化
も
し
く
は
日
本
人
の
あ
り
よ
う
を
読
み
解
こ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
人
は
美
の
王
国
を
全
面
的
に
手
に
入
れ
た
。
お
よ
そ
目
に
入
る
も

の
す
べ
て
、
ど
こ
に
も
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
た
り
し
て
い

る
も
の
は
な
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
完
璧
さ
の
証
が
あ
る
。
ほ
か
の
国
で

は
、
特
別
に
そ
う
し
た
こ
と
に
通
じ
て
い
る
人
々
の
間
に
の
み
い
わ
ゆ
る

鑑
賞
眼
が
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
々
に
共
有
さ

れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
万
人
の
た
め
に
教
育
が
普
及
し
、
ま
た

そ
の
多
く
の
国
で
は
万
人
の
た
め
の
軍
事
教
練
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
見
る
よ
う
な
万
人
の
た
め
の
美
意
識
の
修
行
は
世
界
の
ど
こ
に
も
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
み
な
が
み
な
美
の
た
め
に
自
分
を

捧
げ
て
い
る

32
。

　
日
本
人
の
美
意
識
、
そ
し
て
日
本
画
に
対
す
る
タ
ゴ
ー
ル
の
評
価
は
最

大
限
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
大
観
や
観
山
の
作
品
に
対
す
る
真
摯
な

鑑
賞
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
日
本
画
家
に
つ
い
て
は
来
日
以

前
か
ら
知
識
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
実
際
に
大
作
を
目
の
前
に
し
た
体
験

は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
タ
ゴ
ー
ル
は
、
数
多
く
の
私
信
で
日

本
画
に
関
し
て
繰
り
返
し
書
送
っ
て
お
り
、
し
き
り
に
ベ
ン
ガ
ル
か
ら
だ

れ
か
が
学
び
に
来
る
こ
と
を
勧
め
て
も
い
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
以
下

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
醜
い
」
光
景
を
日
本
で
見
る
こ
と
に
、
タ
ゴ
ー
ル

は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
文
言
は
『
日
本
紀
行
者
』

中
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
批
判
め
い
た
部
分
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
最
良
の
表
現
は
、
尊
大
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
く
、
自

己
を
捧
げ
る
心
の
あ
ら
わ
れ
に
あ
る
。
こ
の
表
現
は
人
を
惹
き
つ
け
、
傷

つ
け
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
日
本
で
こ
れ
と
正
反

対
の
動
き
を
見
る
と
、
特
別
に
心
が
痛
む
の
で
あ
る
。
中
国
と
の
最
近
の

戦
争
に
勝
利
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
勝
利
の
印
を
刺
の
よ
う
に
国
の

あ
ち
こ
ち
に
植
え
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
野
蛮
な
行
為
で
あ
り
醜
い
と

い
う
こ
と
を
、
日
本
人
な
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う

33
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
日
本
の
解
説
と
と
も
に
、
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を
ベ
ン

ガ
ル
、
も
し
く
は
イ
ン
ド
と
比
較
す
る
視
点
を
提
供
し
て
い
く
。
し
か
し

そ
の
比
較
は
単
純
な
二
国
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
文
化
の
比
較
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
は
常
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
存
在
が
ち
ら
つ
く
。
タ
ゴ
ー
ル
は
日

本
に
住
む
イ
ン
ド
人
が
西
洋
式
に
家
を
ご
た
ご
た
と
飾
っ
て
い
る
こ
と

を
歎
い
て
言
う
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

　
わ
た
し
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
イ
ン
ド
人
に
関
し
て
理
解
に
苦
し
む
こ

と
が
あ
る
。
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
必
要
で
醜
い
も
の
を

真
似
て
い
る
が
、
日
本
の
も
の
が
目
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
彼
ら

が
こ
こ
で
学
ん
で
い
る
こ
と
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
上
少
し
で
も
経
済
的
な
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
便
宜
が
あ
れ
ば
す
ぐ

に
で
も
ア
メ
リ
カ
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）
…
わ
た
し
た

ち
の
生
活
に
役
立
つ
も
の
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
で
は
な
く
、
こ
こ
か
ら

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
れ
以
外
に
も
、
生
活
様
式
な
ど

を
わ
た
し
た
ち
が
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
日
本
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
わ
た
し
た
ち
の
家
も
習
慣
も
、
も
う
少
し
清
ら
か
な
も
の
に
、
美
し

い
も
の
に
、
あ
る
い
は
節
度
あ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

…
（
中
略
）
一
方
で
日
本
に
住
む
イ
ン
ド
人
た
ち
は
言
う
、
日
本
は
我
々

ア
ジ
ア
人
を
無
視
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
我
々
も
日
本
を
無
視
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
も
て
な
し
を
受
け
な
が
ら
、
真
の
日
本
を
見
よ

う
と
せ
ず
、
日
本
を
通
し
て
た
だ
歪
め
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
を
見
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

34
。

　
こ
う
し
た
発
言
は
、
こ
の
書
が
ベ
ン
ガ
ル
語
で
書
か
れ
て
い
る
、
つ
ま

り
ベ
ン
ガ
ル
人
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。『
日

本
旅
行
者
』
は
日
本
旅
行
の
記
録
で
は
な
く
、
日
本
で
（
あ
る
い
は
日
本

に
向
か
う
船
上
で
）
つ
れ
づ
れ
に
考
え
た
こ
と
の
連
な
り
で
あ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
「
手
紙
」
と
「
紀
行
文
」
を
厳
密
に
区
別
す
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
に
は
、
受
け
手
で
あ
る
ベ
ン
ガ
ル

人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
自
ず
と
現
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
は
、
最
終
章
の
十
五
章
に
な
る
と
一
層
鮮

明
に
な
る
。
十
五
章
は
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
中
で
日
本
だ
け
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

対
抗
で
き
た
の
か
と
い
う
問
題
提
議
か
ら
始
ま
る
。
日
本
の
急
激
な
近
代

化
に
つ
い
て
タ
ゴ
ー
ル
は
「
老
木
を
あ
る
場
所
か
ら
引
き
抜
い
て
別
の
場

所
に
植
え
替
え
る
術
を
日
本
の
庭
師
た
ち
は
知
っ
て
い
る
が
、
ま
る
で
同

じ
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
を
、
絡
み
合
っ
た
根
っ
こ
ご
と
、
そ
し
て

葉
の
茂
っ
た
枝
ご
と
自
分
の
国
の
土
に
ひ
と
晩
の
う
ち
に
植
え
替
え
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
木
は
葉
を
落
と
さ
な
か
っ
た
ば
か
り

で
な
く
、
翌
日
か
ら
実
を
つ
け
始
め
た

35
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
素
直
な
驚
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
批
判
め
い
た
響
き
は
な
い
。
そ
し
て

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
タ

ゴ
ー
ル
は
、
日
本
人
は
「
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
そ
れ
を
築
き
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
は
あ
っ
た
と
考
え

る
ほ
か
な
い

36
」
と
答
え
る
。
こ
の
の
ち
に
ま
た
タ
ゴ
ー
ル
は
世
界
の
民

族
精
神
を
動
的
な
も
の
と
静
的
な
も
の
に
分
類
し
、
日
本
の
精
神
は
も
と

も
と
動
的
な
の
だ
と
定
義
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
動
的
な
力
は
民
族
的

な
混
血
か
ら
来
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
、
国
土
が
狭
い
こ
と
も
有
利
に

働
い
た
と
い
う
の
が
タ
ゴ
ー
ル
の
考
え
で
あ
る
。

　
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
説
明
は
あ
る
種
直
感
的
な
印
象
で
あ
り
、
厳
密
な
も

の
で
も
科
学
的
な
も
の
で
も
な
い
。
ゆ
え
に
異
論
も
多
く
あ
る
だ
ろ
う
が

し
か
し
、
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
世
界
全
体
の
な
か
で
日
本
の
あ
り
よ
う
を

位
置
づ
け
、
最
終
的
に
は
そ
の
延
長
線
上
で
ベ
ン
ガ
ル
の
位
置
を
捉
え
直

そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
話
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
こ
の
あ

と
タ
ゴ
ー
ル
は
「
イ
ン
ド
の
な
か
で
は
ベ
ン
ガ
ル
人
が
日
本
人
と
似
た
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

37
」
と
語
り
、「
ど
れ
ほ
ど
の
苦
痛
を
伴
お

う
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
西
洋
と
東
洋
の
融
合
の
門
を
開
く
と
い
う
こ

と
が
ベ
ン
ガ
ル
人
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

38
」
と
い
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う
ベ
ン
ガ
ル
人
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
お
よ
そ
以
上
が
『
日
本
紀
行
者
』
の
全
貌
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
こ
に

書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
記
録
で
は
な
い

以
上
、
何
を
取
り
上
げ
て
い
な
く
と
も
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で

も
目
立
つ
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ひ
と
つ
は
日
本
で
行
わ
れ
た
ス
ピ
ー
チ
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ス
ピ
ー
チ
な
ど
の
公
式
行
事
が
、
こ
う
し

た
タ
ゴ
ー
ル
自
身
の
私
的
関
心
や
つ
れ
づ
れ
な
る
思
い
と
は
異
な
る
次

元
に
属
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

　
ふ
た
つ
め
は
新
た
な
交
友
関
係
が
生
ま
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。『
日
本
紀
行
者
』
の
な
か
で
個
人
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以

前
か
ら
交
友
が
あ
っ
た
大
観
ら
の
ほ
か
は
、
長
期
間
そ
の
家
に
滞
在
し
た

原
氏
の
み
で
、
個
人
的
に
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
れ
た
各
人
の
名
前
は
お
ろ
か
、

新
た
な
日
本
人
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
な
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
れ
だ
け

長
期
に
わ
た
り
滞
在
し
、
多
く
の
人
と
会
い
な
が
ら
そ
の
点
で
は
あ
ま
り

成
果
が
な
か
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
岡
倉
を
高
く
評
価

し
て
い
た
が
、
以
後
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
人
物
を
日
本
に
見
出
す
こ
と
は

な
か
っ
た

39
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
当

時
の
文
学
者
と
の
交
流
の
少
な
さ
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
。
日
本
の
文

学
者
の
多
く
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
か
ら
タ
ゴ
ー
ル
に
対
し
て
冷
や
や
か

な
目
を
向
け
て
い
た
の
だ
が

40
、
タ
ゴ
ー
ル
自
身
も
、
も
と
も
と
同
時
代

の
作
家
や
詩
人
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
た
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
事
実
、

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
、
タ
ゴ
ー

ル
は
時
と
し
て
欧
米
の
文
壇
か
ら
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

自
分
か
ら
同
時
代
の
欧
米
の
文
学
に
強
い
関
心
を
持
つ
こ
と
は
終
生
な

か
っ
た
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
タ
ゴ
ー
ル
の
『
日
本
旅
行
者
』
に
顕
著
な
の
は
、
日
本

文
化
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
も
っ
ぱ
ら
「
伝
統
文
化
」
で
あ

り
、
当
時
の
日
本
の
状
況

─
政
治
的
状
況
で
あ
れ
、
社
会
的
状
況
で

あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
流
行
の
事
柄
な
ど
も
含
め
て

─
に
関
す
る
記
述

が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
タ
ゴ
ー
ル
の
傾
向
な
の
だ

が
、「
今
」
や
「
時
流
」
に
対
す
る
強
い
関
心
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、『
日

本
紀
行
者
』
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
総
じ
て
こ
の
紀
行
文
は
百
年
前
の
日
本
を
描
き
な
が
ら
、「
百
年
前
は

こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
感
慨
を
抱
か
せ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
確
か
に
今
日
で
は
女
性
と
い
え
ど
も
み
な
が
み
な
着
物
を
着
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
日
本
の
家
も
す
っ
か
り
洋
風
に
な
っ
て
か
つ
て

の
シ
ン
プ
ル
さ
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
タ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
に
見
出
し
た

美
意
識
と
い
う
コ
ア
は
や
は
り
、
日
本
の
文
化
の
中
に
厳
然
と
存
在
し
て

い
る
し
、
芭
蕉
の
評
価
は
揺
る
ぎ
な
く
、
大
観
や
観
山
な
ど
の
日
本
画
家

に
至
っ
て
は
当
時
よ
り
も
一
層
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、『
日
本
旅
行
者
』
の
日
本
は
、「
失
わ
れ
た

日
本
」、「
忘
れ
去
ら
れ
た
日
本
」
と
い
う
よ
り
、
少
し
ば
か
り
遠
く
な
っ

た
と
は
い
え
、
太
古
か
ら
流
れ
て
い
る
日
本
文
化
の
あ
り
よ
う
を
あ
ら
た

め
て
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
要
す
る
に
タ
ゴ
ー
ル
は
、
単
に
保
守
的
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
文
化
の

中
で
も
時
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
に
注
目
し
た
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
タ
ゴ
ー
ル
と
い
う
詩
人
は
と
も
す
れ
ば
不
思
議
な
存
在
で
、
ベ

ン
ガ
ル
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
そ
の
前
と
後
で
は
お
よ
そ
そ
の
流
れ

を
異
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
時
間
の
流
れ

の
外
に
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
タ
ゴ
ー
ル
は
た
し
か
に
百
年
前
に
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日
本
を
訪
れ
、
こ
れ
ら
の
文
章
を
し
た
た
め
た
。
し
か
し
そ
こ
に
描
か
れ

た
の
は
、古
く
も
あ
り
、新
し
く
も
あ
る
、あ
る
種
「
永
遠
の
」
日
本
だ
っ

た
の
だ
。

４
．
ま
と
め
に
代
え
て

　『
日
本
旅
行
者
』
は
、
ベ
ン
ガ
ル
語
に
お
い
て
唯
一
の
、
あ
る
い
は
初

め
て
書
か
れ
た
日
本
旅
行
記
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
こ

の
書
は
ず
ば
ぬ
け
た
影
響
力
を
持
ち
、
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
日
本
イ
メ
ー

ジ
を
一
定
程
度
担
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
日
で
も
芭
蕉
の

ふ
た
つ
の
句
は
教
養
あ
る
ベ
ン
ガ
ル
人
に
は
親
し
ま
れ
て
お
り
、
日
本
と

言
え
ば
岡
倉
や
日
本
画
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
『
日
本
旅
行
者
』
は
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
日
本
論
を
代
表
す
る
も

の
な
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
が
著
名
な
詩
人
の
作
で
あ
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
書
が
あ
る
種
、
時
代
を

超
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
旅
行
記
が
タ
ゴ
ー
ル
の
私
的
関
心
を
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
同
じ
人
物
が
と
き
を
同
じ
く
し
て
書
い
た
も

の
と
し
て
、当
然
な
が
ら
そ
の
関
心
や
発
見
に
お
い
て
ス
ピ
ー
チ
原
稿（
の

ち
にN

ationalism
 in Japan

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
）
と
重
な
る
部
分

も
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
タ
ゴ
ー
ル
の
文
明
論
、
文
明
観
で
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
こ
そ
が
当
時
の
日
本
の
知
識
人
と
の
間
で
齟
齬
を
き
た
し
た
最

大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
例
え
ば
海
老
名
弾
正
は
、
そ
の
評
論
に
お
い
て
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ

を
例
外
的
に
高
く
評
価
し
た
ひ
と
り
だ
が
、
そ
の
海
老
名
も
タ
ゴ
ー
ル
の

西
洋
対
東
洋
と
い
う
文
明
論
に
は
異
議
を
唱
え
、
日
本
は
中
国
や
イ
ン
ド

の
兄
弟
と
い
う
よ
り
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
兄
弟
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
し

41
、
例
外
的
に
タ
ゴ
ー
ル
に
好
意
的
だ
っ
た
秋
田
雨
雀
も
、
東

大
と
慶
應
の
二
度
の
講
演
に
足
を
運
び
、
個
人
的
に
も
タ
ゴ
ー
ル
を
訪
問

し
な
が
ら
そ
の
東
洋
と
西
洋
に
分
け
て
考
え
る
文
明
観
に
は
共
感
で
き

な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る

42
。

　
も
う
少
し
広
く
当
時
の
日
本
を
眺
め
る
と
、
同
時
期
に
日
本
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
渡
っ
た
文
学
者
と
し
て
島
崎
藤
村
が
い
る
。
藤
村
は
大
正
二

年
（
一
九
一
三
年
）
に
日
本
を
発
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
向
か
い
、
ち
ょ
う
ど

タ
ゴ
ー
ル
が
日
本
に
い
た
一
九
一
六
年
七
月
に
帰
国
し
て
い
る
。
藤
村

は
『
海
へ
』
と
題
し
て
そ
の
船
旅
を
描
い
て
お
り
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
、

─
タ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
哲
学
的
展
開
は
な
い
に
せ
よ

─
『
日
本
旅
行

者
』
の
船
上
で
の
記
述
と
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
藤
村
は
タ
ゴ
ー
ル
と
逆
の
ル
ー
ト
で
港
を
辿
り
な
が
ら
ア
ジ
ア

の
盟
主
は
日
本
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
と
の
思
い
を
強
く
し
て
い

る
。
ま
た
『
海
へ
』
と
対
に
な
っ
て
い
る
『
エ
ト
ラ
ン
ゼ
エ
』
で
は
、
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
日
本
を
眺
め
る
視
点
も
垣
間
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
は
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
を
対
置
し
た
も
の
で
、
タ
ゴ
ー
ル
の

文
明
論
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
は
な
い
。
さ
ら
に
藤
村
は
、
日
本

を
発
っ
た
理
由
と
し
て
「
私
は
、
世
界
に
於
け
る
一
等
国
の
国
民
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
無
闇
と
振
り
回
し
て
欧
羅
巴
人
の
仲
間
入
り
を
さ
も
誇

り
と
し
た
り
無
智
な
支
那
人
を
揶
る
こ
と
を
得
意
と
し
た
り
す
る
よ
う

な
左
様
い
う
同
胞
の
全
く
い
な
い
と
こ
ろ
へ
行
き
た
か
っ
た

43
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
当
時
の
風
潮
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
同
じ
頃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
っ
た
河
上
肇
は
、
藤
村
よ
り
強
く
「
文
明
」

を
意
識
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
体
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
河
上
の
『
祖
国
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を
顧
み
て
』
は
主
に
文
明
論
と
な
っ
て
お
り
、
西
洋
と
日
本
を
対
置
さ
せ

て
そ
の
文
明
の
異
な
る
点
を
分
析
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
河
上
は
フ

ラ
ン
ス
で
藤
村
と
会
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
議
論
と
な
っ
て
河
上
が
「
現

代
の
日
本
が
結
局
欧
羅
巴
の
文
明
に
達
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
私
共

は
満
足
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
到
底
欧
羅
巴
人
に
は
叶
わ
な
い
と
思
い
ま

す
。
日
本
に
は
日
本
固
有
の
で
す
ね
、
全
く
欧
羅
巴
と
異
な
っ
た
、
優
秀

な
文
明
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
私
共
の
立
場
は
な
く
な
り
ま
す
」
と

語
っ
た
と
藤
村
が
述
べ
て
い
る

44
。

　
こ
う
し
た
二
人
が
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い
て
い
た
ら
ど
の
よ

う
な
感
想
を
持
っ
た
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
二
人
と
も
そ
の
よ
う
な
叙

述
は
残
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
両
人
と
も
に
、「
世
界
」
や
「
文
明
」
を

考
え
る
と
き
に
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
明
へ
の
視
点
が
欠
落
し

て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
時
代
の
日
本
の
知
識
人
が
イ
ン
ド
を
語

る
と
き
、
植
民
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
現
状
以
外
の
事
柄
に
言
及

す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
岡
倉
の
著
書
は
中
国
お
よ
び

イ
ン
ド
の
文
明
を
視
野
に
お
さ
め
て
お
り
、
世
界
を
眺
め
る
と
き
の
、
単

な
る
二
点
比
較
で
は
な
い
ス
ケ
ー
ル
感
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り

が
タ
ゴ
ー
ル
の
持
つ
ス
ケ
ー
ル
感
と
合
致
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
中
国
や
イ
ン
ド
も
含
め
た
東
洋
を
西
洋
と
対
置
し
て
語
る
こ
と
の
で

き
る
ス
ケ
ー
ル
感
を
持
っ
た
知
識
人
と
言
え
ば
、
鈴
木
大
拙
も
思
い
浮
か

べ
ら
れ
る
。
鈴
木
が
一
九
一
六
年
の
タ
ゴ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
チ
を
聴
き
に

行
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
九
二
四
年
に
タ
ゴ
ー
ル
が
再

来
日
し
た
際
に
は
通
訳
を
務
め
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
鈴
木
は
こ
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
。

東
洋
人
の
哲
学
は
「
人
間
」
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
そ
れ
か

ら
出
て
居
る
。
そ
れ
を
離
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
特
性
で
あ
る
。
芸

術
で
も
人
間
性
と
分
離
し
て
居
な
い
。
音
楽
も
、
詩
歌
も
、
画
も
、
皆
そ

の
「
人
」
の
修
養
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
タ
氏
（
タ
ゴ
ー
ル
）

な
ど
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
信
ず
る

45
。

　
鈴
木
の
こ
の
解
説
は
ご
く
簡
単
な
も
の
だ
が
、
タ
ゴ
ー
ル
の
「
人
間
中

心
」
の
「
語
っ
て
い
る
内
容
で
な
く
、語
っ
て
い
る
自
分
が
中
心
に
あ
る
」

あ
り
よ
う
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
よ
り
若
い
世
代
と
し
て
川
端
康
成
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。

川
端
は
一
九
一
六
年
の
タ
ゴ
ー
ル
来
日
時
十
七
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、

旧
制
中
学
の
学
生
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
川
端
は
以
下
の
よ
う
に

回
想
す
る
。

　
わ
た
し
は
そ
の
年
、
ま
だ
旧
い
学
校
制
度
の
中
学
生
で
し
た
が
、
こ
の

詩
人
の
ふ
さ
ふ
さ
と
長
い
髪
、
長
い
口
ひ
げ
、
長
い
あ
ご
ひ
げ
、
そ
し
て

イ
ン
ド
服
を
ゆ
っ
た
り
ま
と
っ
て
丈
高
く
、
目
の
か
が
や
き
の
強
く
深
い
、

賢
者
の
よ
う
な
風
貌
の
写
真
が
、
大
き
く
新
聞
に
出
た
の
を
見
て
、
今
も

お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
白
い
髪
は
額
の
横
に
や
わ
ら
か
く
ひ
ろ
が
っ
て
流
れ
、

も
み
あ
げ
の
毛
は
あ
ご
ひ
げ
の
よ
う
に
長
く
の
び
て
、
そ
れ
が
頬
に
も
つ

ら
な
り
生
え
て
、
あ
ご
ひ
げ
に
続
い
て
、
東
洋
古
代
の
仙
哲
の
よ
う
な
顔

が
、
少
年
の
わ
た
く
し
に
印
象
を
残
し
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
タ
ゴ
オ
ル

の
詩
文
に
は
、
中
学
生
に
も
読
め
る
ほ
ど
に
や
さ
し
い
英
語
の
も
あ
り
ま

し
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
少
し
読
ん
だ
も
の
で
し
た

46
。

　
一
九
一
六
年
に
最
も
熱
狂
的
に
タ
ゴ
ー
ル
を
迎
え
た
の
は
女
性
を
含

む
若
い
世
代
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
川
端
は
、
実
際
に
タ
ゴ
ー
ル
を
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訪
ね
た
り
講
演
を
聞
き
に
行
っ
た
り
し
た
若
者
た
ち
よ
り
も
ほ
ん
の
少

し
年
が
下
だ
っ
た
が
、
タ
ゴ
ー
ル
批
判
が
主
流
だ
っ
た
当
時
の
「
名
の
あ

る
」
大
人
た
ち
と
は
対
照
的
に
、い
ま
だ
無
名
で
あ
っ
た
若
い
世
代
で
は
、

こ
の
よ
う
な
タ
ゴ
ー
ル
に
対
す
る
得
も
言
わ
れ
ぬ
好
感
や
憧
れ
が
共
有

さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
川
端
は
、
先
の
引
用
に
先
立
つ
部

分
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
イ
ン
ド
の
詩
聖
と
い
わ
れ
る
、
ラ
ビ
イ
ン
ド
ラ
ナ
ア
ト
・
タ
ゴ
オ
ル
は
、

日
本
を
訪
れ
た
時
の
講
演
の
な
か
で
、「
す
べ
て
の
民
族
は
、
そ
の
民
族

自
身
を
世
界
に
あ
ら
わ
す
義
務
を
持
っ
て
い
ま
す
。
…
（
中
略
）
…
こ
れ

は
ま
た
そ
の
民
族
の
富
で
あ
る
高
潔
な
魂
が
、
目
の
前
の
部
分
的
な
必
要

を
越
え
て
、
他
の
世
界
へ
、
自
国
の
文
化
の
精
神
へ
の
招
待
を
、
送
る
責

任
を
、自
ら
認
め
る
豊
か
さ
な
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
日

本
は
一
つ
の
完
全
な
形
式
を
持
っ
た
文
化
を
生
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ

の
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
な
か
に
美
を
見
抜
く
視
覚
を
発
展
さ
せ
て

き
た
。」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
遠
い
む
か
し
の
「
源
氏
物
語
」
は
今
な

お
タ
ゴ
オ
ル
が
こ
こ
に
い
う
「
民
族
の
義
務
」
を
わ
た
く
し
た
ち
よ
り
も

み
ご
と
に
果
た
し
て
い
て
、
将
来
も
は
た
し
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
と
思
え
ま

す
こ
と
は
、
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
か
な
し
む
べ
き
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か

47
。

　
こ
れ
に
続
け
て
川
端
は
さ
ら
に
タ
ゴ
ー
ル
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
。
い

わ
く
「
日
本
が
そ
の
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
中
に
美
を
見
抜
く
資
格

を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
（
日
本
に
）
再
び
想
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
、

私
の
よ
う
な
外
来
者
の
責
任
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
正
し
く
明
確

で
、
完
全
な
何
物
か
を
樹
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
何
で
あ

る
か
は
、
あ
な
た
が
た
ご
自
身
よ
り
も
外
国
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
容
易

に
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す

48
」
と
タ
ゴ
ー
ル
は
述
べ
た
と
さ

れ
る
。

　
実
は
こ
の
文
章
は
、
川
端
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
後
に
ハ
ワ
イ
大
学
で

行
っ
た
連
続
講
演
「
美
の
存
在
と
発
見
」
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
川
端
が
こ
こ
で
引
用
し
て
い
る
タ
ゴ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
の
日

本
、「
美
の
中
に
真
理
を
、
真
理
の
な
か
に
美
を
見
抜
く
視
覚
を
発
展
さ

せ
て
き
た
」
そ
の
あ
り
よ
う
は
、『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
で
語
ら
れ
て

い
る
の
と
同
じ
日
本
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
川
端
は
こ
の
連
続
講
演
で
、
源
氏
物
語
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
を

中
心
に
日
本
人
の
美
意
識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
最
後
の

部
分
で
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
に
「
源
氏
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
は
外
国
人

の
方
が
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
た
と
語
っ
て

い
る
。
そ
し
て
ま
た
川
端
は
、
こ
の
キ
ー
ン
の
言
葉
は
先
の
タ
ゴ
ー
ル
の

「
あ
な
た
が
た
ご
自
身
よ
り
も
外
国
人
に
と
っ
て
、
も
っ
と
容
易
に
知
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
、「
わ
た
く
し

は
美
の
存
在
と
発
見
の
し
あ
わ
せ
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す

49
」
と
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
こ
こ
で
川
端
が
語
り
、
ま
た
発
見
し
た
日
本
は
、
タ
ゴ
ー
ル
が

百
年
前
に
見
出
し
、『
日
本
旅
行
者
』
で
あ
ら
わ
し
た
日
本
に
も
重
な
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
し
ば
し
ば
日
本
人
に
と
っ
て
は
見
出
し
難
く
、
外
か
ら
発

見
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
で
『
日
本
旅
行

者
』
は
今
日
新
た
な
日
本
再
発
見
の
書
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註

1
　
タ
ゴ
ー
ル
は
一
九
○
三
年
に
「
も
し
あ
な
た
が
イ
ン
ド
へ
帰
る
途
中
に
日
本
に
寄

る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
ら
、
わ
た
し
も
同
じ
頃
に
日
本
に
行
っ
て
そ
こ
で
会
え
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
は
一
人
の
日
本
人
と
知
り
合

い
ま
し
た
。」
と
友
人
に
書
き
送
っ
て
い
る
。［Thakur 1957: 82

］ 

こ
の
日
本
人
と
は
岡

倉
天
心
の
こ
と
で
、
タ
ゴ
ー
ル
は
ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
を
介
し
て
岡
倉
と
知
り
合
っ
た
。
ニ

ヴ
ェ
デ
ィ
タ
は
宗
教
家
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
と
親
し
か
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
女

性
で
、
岡
倉
は
そ
も
そ
も
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
に
会
う
た
め
に
一
九
○
一
年
に
渡

印
し
た
の
だ
っ
た
。
な
お
、
本
文
、
注
を
問
わ
ず
訳
文
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
筆
者

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
タ
ゴ
ー
ル
は
息
子
で
あ
る
ロ
テ
ィ
ン
ド
ロ
ナ
ト
に
「
太
平
洋
回
り
で
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
日
本
へ
の
旅
は
安
く
な
る
し
、
行
き
や
す
い
。
だ
か
ら
す

ぐ
に
日
本
船
を
予
約
し
て
く
れ
。」
と
書
き
送
っ
て
い
る
。［Thakur 1942a: 55

］

3
　
ロ
テ
ィ
ン
ド
ロ
ナ
ト
へ
の
手
紙
。［Thakur 1942a: 60
］

4
　
六
月
四
日
付
の
大
阪
朝
日
新
聞
に
よ
る
。
以
後
、
和
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
旧

仮
名
遣
い
を
あ
ら
た
め
て
あ
る
。

5
　
一
九
一
五
年
に
出
た
こ
う
し
た
タ
ゴ
ー
ル（
ブ
ー
ム
）批
判
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

加
藤
朝
鳥
の
「
タ
ア
ゴ
ル
流
行
に
対
す
る
不
満
」［
加
藤 

一
九
一
五
］ 

や
田
中
王
堂
の
「
タ

ゴ
ー
ル
流
行
に
就
て
の
一
考
察
」［
田
中 

一
九
一
五
］ 

な
ど
が
あ
る
。

6
　
こ
れ
に
対
し
て
東
大
講
演
と
慶
大
講
演
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
た‟N

ationalism
 in 

Japan”

（
の
ち
に‟N

ationalism
 in the W

est”

お
よ
び‟N

ationalism
 in India”

と
あ
わ

せ
てN

ationalism
 

と
し
て
出
版
さ
れ
た
）
は
、
こ
の
日
本
訪
問
の
「
公
的
」
な
部
分
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
も
ち
ろ
んN

ationalism

お
よ
び
『
日
本
旅
行
者
』
は

同
一
の
人
物
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
い
た
も
の
と
し
て
多
く
の
点
で
密
接
に
関
係
し
て
い

る
。
し
か
し
ま
た
、
か
た
や
英
語
で
書
か
れ
、
か
た
や
ベ
ン
ガ
ル
語
で
書
か
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
両
者
に
は
、「
だ
れ
に

向
け
て
」
書
か
れ
た
か
と
い
う
点
で
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

7
　
渋
沢
栄
一
は
、
実
業
家
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
関
係
者
を
集

め
て
組
織
さ
れ
て
い
た
帰
一
協
会
の
世
話
人
と
し
て
タ
ゴ
ー
ル
と
接
触
し
た
よ
う
で
あ

る
。
渋
沢
は
の
ち
の
タ
ゴ
ー
ル
の
日
本
訪
問
の
際
に
も
会
食
な
ど
を
催
し
て
い
る
。
日

本
女
子
大
設
立
者
の
成
瀬
仁
蔵
も
帰
一
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で
、
渋
沢
と
と
も
に
タ
ゴ
ー

ル
を
訪
ね
て
い
る
。

8
　
タ
ゴ
ー
ル
は
こ
れ
に
先
立
ち
、
七
月
二
日
の
慶
應
大
学
講
演
の
の
ち
、
日
本
女
子

大
学
を
訪
れ
、
詩
篇
の
朗
読
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
軽
井
沢
の
三
泉
寮
に
招

か
れ
、
八
月
十
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
滞
在
し
（
宿
泊
し
た
の
は
三
井
三
郎
助
氏
の

別
荘
。
三
井
別
邸
と
も
）、
ほ
ぼ
連
日
講
義
を
行
っ
た
。

9
　Pram

ath C
haudhuri 

（1868-1946

）. 

も
と
も
と
英
国
に
留
学
し
、
弁
護
士
資
格

を
取
得
し
た
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
が
の
ち
に
文
学
に
転
じ
、B

irbar

の
筆
名
で
多
く
の
作

品
を
残
し
た
。

10
　
例
え
ば 

［M
aitra 1961

］
な
ど
は
、
こ
う
し
た
書
簡
集
を
文
学
的
著
作
と
し
て
扱

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

11
　［Thakur 1881

］（
ペ
ー
ジ
記
載
な
し
）

12
　
タ
ゴ
ー
ル
か
ら
プ
ロ
モ
ト
・
チ
ョ
ウ
ド
リ
へ
の
手
紙
。［Thakur 1945: 213-4

］

13
　［Thakur 1919: 14-5

］『
日
本
紀
行
者
』
に
は
森
本
達
雄
氏
に
よ
る
日
本
語
訳
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
解
説
の
都
合
上
か
ら
、
以
下
す
べ
て
筆
者
が
あ
ら
た
め
て
訳
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

14
　ibid., p.90.

15
　
タ
ゴ
ー
ル
以
外
に
旅
行
記
の
タ
イ
ト
ル
に
「
旅
行
者
（yatri

）」
を
用
い
た
例
が
な

い
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
「
旅
行
」
も
し
く
は
「
紀
行
」
を
意
味
す
るyatra

も
し

く
はbhram

an

が
用
い
ら
れ
る
。

16
　［Thakur 1919: 48

］
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17
　ibid., p.13. 

18
　
こ
の
部
分
は
ベ
ン
ガ
ル
で
長
ら
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
ラ
ー
ダ
ー
と
ク
リ
シ
ュ
ナ
の

逸
話
を
想
起
さ
せ
る
。
ラ
ー
ダ
ー
は
牧
女
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ

ナ
と
恋
に
落
ち
る
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
笛
の
音
を
聞
く
と
、
ラ
ー
ダ
ー
は
い
て
も
た
っ
て

も
い
ら
れ
な
く
な
り
、
外
へ
と
彷
徨
い
出
る
の
で
あ
る
。

19
　［Thakur 1919: 42-3
］

20
　ibid., p.43.

21
　ibid., p.28.

22
　ibid., p.62.

23
　ibid., p.78.

24
　ibid., pp.78-9.

25
　ibid., p.80.

26
　
例
え
ば
タ
ゴ
ー
ル
は
道
で
車
や
自
転
車
が
ぶ
つ
か
っ
て
も
騒
ぎ
に
な
ら
な
い
と

言
っ
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
子
供
は
泣
か
な
い
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述

は
今
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
筆
者
も
一
度
な
ら
ず
日
本
の
子
供
は
本
当
に
泣
か

な
い
の
か
と
訊
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
言
は
多
少
大
げ
さ
で
は
あ
る
も
の

の
、
イ
ン
ド
と
比
較
し
て
日
本
が
非
常
に
静
か
で
落
ち
着
い
て
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
理
解
で
き
る
。

27
　
タ
ゴ
ー
ル
が
『
茶
の
本
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
日
本
旅
行
者
』
の
な
か
に
記

述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
岡
倉
の
著
作
、『T

he Ideal of the E
ast

（
東

洋
の
理
想
、1903

）』、『T
he A

w
akening of Japan （

日
本
の
目
覚
め
、1904

）』、『T
he 

B
ook of Tea

（
茶
の
本
、1906

）』
は
、
そ
の
一
部
が
イ
ン
ド
で
書
か
れ
、
ま
た
岡
倉

が
タ
ゴ
ー
ル
家
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
時
ベ
ン
ガ
ル
の
知
識
人
の
間
で

よ
く
読
ま
れ
て
い
た
。
翻
っ
て
こ
の
著
作
の
日
本
語
訳
は
ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
か
ら

現
れ
（
例
え
ば
『
茶
の
本
』
の
日
本
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
）、

日
本
の
読
書
人
に
は
あ
ま
り
親
し
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

28
　
日
露
戦
争
時
に
タ
ゴ
ー
ル
は
日
本
の
詩
型
を
用
い
て
三
篇
の
短
詩
を
発
表
し
て
い

る
。［Thakur 1905

］ 

29
　
同
時
期
に
日
本
を
訪
れ
た
ベ
ン
ガ
ル
人
の
紀
行
文
に
も
混
浴
の
習
慣
に
つ
い
て
の

記
述
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
そ
れ
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
前
近
代
的
な
風
習
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。［G

hosh 1910

］

30
　
タ
ゴ
ー
ル
は
原
邸
で
、
当
時
原
氏
の
手
元
に
あ
っ
た
大
観
の
「
五
柳
先
生
」
お
よ

び
「
湘
庭
秋
月
」、
観
山
の
「
弱
法
師
」
お
よ
び
「
魔
障
図
」
を
鑑
賞
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
弱
法
師
」
は
と
り
わ
け
タ
ゴ
ー
ル
の
気
に
入
り
、

の
ち
に
荒
井
寛
方
に
模
写
を
依
頼
、
寛
方
は
そ
れ
を
携
え
て
イ
ン
ド
に
渡
っ
た
。
こ
の

模
写
に
よ
る
「
弱
法
師
」
は
現
在
も
ビ
ッ
シ
ョ
・
バ
ロ
テ
ィ
大
学
（
タ
ゴ
ー
ル
の
設
立

し
た
大
学
。
現
在
は
国
立
大
学
）
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

31
　［Thakur 1919: 93

］

32
　ibid., p.97.

33
　ibid., pp.99-100.

34
　ibid., pp.100-101.

35
　ibid., pp.105-6. 

36
　ibid., p.106.

37
　ibid., p.111.

38
　ibid., p.113.

39
　
タ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
私
信
に
お
い
て
「
わ
た
し
は
こ
の
国
の
人
々
が
岡
倉
の
価
値
を

理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
驚
い
た
。
こ
の
事
実
は
彼
ら
の
偏
狭
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
へ
来
て
か
ら
わ
た
し
は
多
く
の
重
要
な
人
物
に
会
っ
た
が
、
岡
倉
の
よ
う
な
天
才
を

持
つ
者
は
ひ
と
り
と
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。［Thakur 1916: 321

］ 

ち
な

み
に
、
タ
ゴ
ー
ル
と
親
交
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
野
口
米
次
郎
に
関
し
て
も
、
手
紙
類
を
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含
め
て
タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
に
は
全
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
出
て
こ
な
い
。

40
　
タ
ゴ
ー
ル
来
日
時（
一
九
一
六
年
）の『
新
潮
』七
月
号
に
は
文
壇
十
八
人
に
よ
る「
如

何
に
タ
ゴ
ー
ル
を
見
る
乎
」
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
夏
目
漱
石
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の

文
学
者
の
反
応
は
お
お
む
ね
冷
や
や
か
で
あ
っ
た
。

41
　［
海
老
名 
一
九
一
六: 

二
〇
―
一
］

42
　［
秋
田  
一
九
五
三
］

43
　［
島
崎 

一
九
六
七: 

十
五
―
六
］『
海
へ
』
は
始
め
一
九
一
七
年
、
中
央
公
論
に
発

表
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
藤
村
の
渡
欧
の
理
由
に
は
、
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

個
人
的
な
も
の
が
多
分
に
あ
っ
た
。

44
　ibid., p.278.

45
　［
鈴
木 

一
九
六
一: 

五
］
鈴
木
は
一
九
一
六
年
ま
で
東
大
で
も
講
師
を
務
め
て
い
た

の
で
、
東
大
講
演
を
聞
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

46
　 ［
川
端 

一
九
八
二
二: 

三
九
七
］ 

ハ
ワ
イ
大
学
で
の
一
九
六
九
年
五
月
十
六
日
の
講

演
。

47
　ibid., p.396. 

こ
の
部
分
の
川
端
の
講
演
は
五
月
一
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な

お
、
こ
こ
に
あ
る
最
初
の
引
用
部
分
は
一
九
二
九
年
来
日
時
の
タ
ゴ
ー
ル
の
講
演
「
東

洋
文
化
と
日
本
の
使
命
」
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
。
こ
の
ス
ピ
ー
チ
で
タ
ゴ
ー
ル
は
岡
倉

天
心
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
。「
日
本
は
」
以
下
の
引
用
部
分
は

一
九
一
六
年
の
慶
応
大
学
で
の
講
演“The Spirit of Japan”

よ
り
。

48
　ibid., p.387. 

タ
ゴ
ー
ル
の
文
章
の
引
用
は
同
じ
く“The Spirit of Japan”

よ
り
。

49
　ibid., p.413. 

こ
こ
で
の
引
用
も“The Spirit of Japan”

か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
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追
記
）
こ
こ
で
扱
っ
た
『
日
本
旅
行
者
』
は
、
今
年
度
本
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
ベ
ン

ガ
ル
学
会
の
発
表
論
題
で
も
あ
り
、
事
実
関
係
等
に
お
い
て
内
容
的
に
重
な
っ
て
い
る

部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
一
方
は
ベ
ン
ガ
ル
人
を
中

心
と
し
た
学
会
参
加
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
（
英
文
）、
一
方
は
日
本
人
に
向
け
て

書
か
れ
た
も
の
（
和
文
）
と
し
て
そ
の
主
旨
と
論
の
方
向
性
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

筆
者
は
来
日
百
周
年
記
念
と
し
て
、
こ
の
『
日
本
旅
行
者
』
の
新
訳
を
来
年
出
版
す
る

予
定
で
あ
る
。
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１
．
は
じ
め
に

　
日
タ
イ
関
係
の
歴
史
を
語
る
際
、
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
頻
繁
に
挙
げ

ら
れ
る
の
が
、十
七
世
紀
の
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）
に
渡
航
し
た
山
田
長
政
（
以

下
、
長
政
と
表
記
す
る
）
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
タ
イ
で
は
、
そ
の
名

が
当
時
の
官
位
制
度
で
あ
る
三
位
・
欽
賜
名
の
「
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
セ
ー
ナ
ー

ピ
ム
ッ
ク
」
で
知
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
の
旧
官
位
制
度
は
、「
バ
ン
ダ
ー

サ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
、
基
本
的
に
九
位
ま
で
あ
っ
た
。
絶
対
君
主
制
で
国

王
が
バ
ン
ダ
ー
サ
ッ
ク
を
決
め
、
配
下
の
者
に
与
え
る
。
序
列
の
高
い
順

に
、「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
」、「
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
」、「
プ

ラ
ヤ
ー
」
あ
い
る
は
「
オ
ー
ク
ヤ
ー
」

2
、「
プ
ラ
」
及
び
「
チ
ャ
ム
ー
ン
」、

「
ル
ア
ン
」、「
ク
ン
」、「
ム
ー
ン
」、「
パ
ン
」、「
ナ
ー
イ
」
に
な
る
。
最

上
位
の
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
は
、
タ
イ
の
歴
史
に
お
い
て
ア

ユ
ッ
タ
ヤ
ー
時
代
に
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、
ト
ン
ブ
リ
ー
時
代
（
一
七
六
七

─
一
七
八
二
）
に
初
め
て
定
め
ら
れ
、
一
九
四
〇
年
代
に
廃
止
さ
れ
る
ま

で
四
人
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
山
田
長
政
は
三
位
の
オ
ー
ク
ヤ
ー
の

バ
ン
ダ
ー
サ
ッ
ク
ま
で
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
極
め
て
国
王
か
ら

信
頼
さ
れ
て
い
た
証
し
で
あ
る
。

　
長
政
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
日
本
と
タ
イ
双
方
共
に
、
歴
史
に
関
す
る

書
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、例
え
ば
教
科
書
の『
新
日
本
史
：

日
タ
イ
の
文
学
作
品
に
み
る
山
田
長
政
─
『
王
国
へ
の
道
』
と
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
と
の
比
較
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

コ
ー
ス
ィ
ッ
ト
・
テ
ィ
ッ
プ
テ
ィ
エ
ン
ポ
ン

1

　

日
本
史
Ｂ
』
や
参
考
書
の
『
学
習
図
鑑
日
本
の
歴
史
』、『
詳
説
日
本
史
図

録
』
な
ど
に
あ
り
、
タ
イ
で
は
、
在
日
タ
イ
王
国
大
使
館
が
日
タ
イ
修
好

百
二
十
周
年
を
記
念
し
て
二
〇
〇
七
年
に
発
行
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
や

チ
ャ
ー
ン
ウ
ィ
ッ
ト
・
カ
セ
ー
ト
シ
リ
氏
が
執
筆
し
た『
ア
ユ
タ
ヤ
』3（
ア

ユ
ッ
タ
ヤ
ー
）
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
上
の
人
物
は
日
本
か
ら
シ
ャ
ム
ま
で

渡
り
、
傭
兵
と
し
て
活
躍
し
、
オ
ー
ク
ヤ
ー
の
位
ま
で
出
世
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
正
確
に
確
認
で
き
る
詳
細
な
歴
史
資
料
は

乏
し
い
。
日
本
で
は
、『
暹
羅
国
風
土
軍
記
』
や
『
暹
羅
国
山
田
氏
興
亡
記
』

や
『
天
竺
徳
兵
衛
物
語
』
な
ど

4
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
文
献
の
中
に
記

述
が
残
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
タ
イ
で
は
タ
イ
語
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

記
録
さ
れ
た
も
の
が
な
か
っ
た
。
タ
イ
で
長
政
の
存
在
に
つ
い
て
最
も

引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
チ
ョ
ッ
ト
マ
ー
イ
ヘ
ー
ト
・
ワ
ン
・
ワ
リ
ッ

ト
』（
ワ
ン
ワ
リ
ッ
ト
公
文
書
）
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述
は
簡
略
な
も
の

で
、
彼
の
出
身
や
経
歴
な
ど
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
長
政
の
存
在
と
役
割

を
示
す
内
容
は
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
の
あ
る
政
治
的
な
出
来
事
に
過
ぎ
な

い 

5
。
公
文
書
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
資
料
も
、
当
時
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
と
貿

易
の
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
エ
レ
ミ
ア
ス
・
フ
ァ
ン
・
フ
リ
ー
ト(Jerem

ais 
van V

liet)

が
、
一
六
三
六
年
─
一
六
四
〇
年
の
間
オ
ラ
ン
ダ
語
で
執
筆
し

[ B
aker et al.:vii]

、
後
に
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
タ
イ
語
の
順
に
訳
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
も
そ
も
タ
イ
語
で
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
に
タ
イ
人
の
元
新
聞
記
者
が
タ
イ
語
で
長
政

の
歴
史
を
書
き
つ
づ
っ
た
書
籍
を
出
版
し
た
が
、
多
く
は
日
本
で
の
生
活

あ
る
い
は
推
測
の
域
を
出
な
い
内
容
で
あ
り
、
新
た
な
知
見
や
新
発
見
の

一
次
資
料
に
基
づ
く
も
の
は
な
か
っ
た
。
長
政
の
そ
う
い
っ
た
曖
昧
な
生

い
立
ち
や
家
柄
や
活
躍
を
裏
付
け
、
相
互
に
確
認
を
で
き
る
証
拠
が
限
ら

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
タ
イ
両
国
で
は
彼
の
存
在
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
特
に
日
本
で
は
長
年
注
目
さ
れ
、
彼
の
故
郷
と
さ
れ
て
い
る

静
岡
県
で
も
毎
年
の
よ
う
に
長
政
ま
つ
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
関
連
作
品
の
数
か
ら
み
る
と
、
長
政
へ
の
関
心
は
日
本
で
は
以
前
か
ら

タ
イ
よ
り
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
彼
の
人
生
を
描
い
た
一
九
五
九
年
に
公

開
の
映
画
『
山
田
長
政

─
王
者
の
剣
』
の
み
な
ら
ず
、
小
説
も
三
作

以
上
あ
り

6
、
宝
塚
歌
劇
の
舞
台
作
品
ま
で
あ
る

7
。
一
方
、
タ
イ
で
は
、

二
〇
一
〇
年
に
公
開
さ
れ
た
歴
史
映
画
『
サ
ー
ム
ー
ラ
イ
・
ア
ヨ
ー
タ

ヤ
ー
』（
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
侍
）
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
長
政
の
名
が
新
た
に
脚
光
を
浴
び
た

8
。
し
か
し
、
日

本
に
比
べ
る
と
、
や
は
り
他
の
作
品
数
は
少
な
い
。
日
本
の
よ
う
な
舞
台

作
品
は
な
く
、
文
学
作
品
も
僅
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、『
ス
リ
ヤ
ー
・
パ

ヨ
ー
ン
』（
太
陽
の
プ
ラ
イ
ド
）（
一
九
九
一
）、『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』（
二
〇
〇
六
）、

そ
し
て
『
チ
ャ
オ
・
ラ
イ
』（
ラ
イ
王
）（
二
〇
一
〇
）
で
あ
る
。
前
者
の

二
作
は
、
長
政
を
主
役
と
し
て
登
場
さ
せ
る
が
、
後
者
は
、
長
政
の
関
わ

り
が
あ
り
な
が
ら
も
、
大
抵
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
の
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
ト
ー
ン

国
王
を
中
心
に
物
語
が
展
開
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
長
政
が
主
人
公
に

な
る
小
説
の
中
で
は
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
遠
藤
周
作
の
『
王
国
へ
の

道

─
山
田
長
政
』

9
（
一
九
八
一
）
と
思
わ
れ
る
。
タ
イ
で
は
、
そ
の

よ
う
な
作
品
は
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
の
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』（
二
〇
〇
六
）
に

あ
た
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
日
タ
イ
間
を
背
景
に
、
上
記
に
述
べ
た
長
政
が
主
人
公
に

な
る
二
作
の
『
王
国
へ
の
道

─
山
田
長
政
』（
以
下
、『
王
国
へ
の
道
』）

と
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
風
を
分
析
し
、

物
語
に
出
て
く
る
長
政
の
正
体
を
追
究
し
た
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、

本
課
題
に
相
違
す
る
研
究
が
二
つ
あ
り
、
そ
れ
は
土
屋
了
子
氏
に
よ
る

「
山
田
長
政
の
イ
メ
ー
ジ
と
日
タ
イ
関
係
」
と
井
上
絵
里
氏
に
よ
る
「
遠

藤
周
作
に
お
け
る
歴
史
小
説
創
作
の
意
味

─
『
王
国
へ
の
道

─
山
田

長
政
』
か
ら
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
比
較
文
学
の
側
面

か
ら
の
分
析
で
は
な
い
。
前
者
は
歴
史
研
究
で
あ
り
、
長
政
の
イ
メ
ー
ジ

が
実
は
政
治
的
な
、
か
つ
日
タ
イ
外
交
的
な
理
由
で
日
本
人
の
英
雄
と
し

て
大
げ
さ
に
推
し
進
め
ら
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
後
者
は
文
化
・
文
学

研
究
だ
が
、
日
本
人
作
家
の
文
学
作
品
を
一
つ
議
題
に
採
用
し
分
析
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
そ
れ
ら
の
研
究
と
異
な
り
、
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
側
面
か
ら
で
も
考
え
ら
れ
る
比
較
文
学

の
研
究
と
し
て
、
今
ま
で
日
本
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
タ
イ
の
小
説
を

取
り
上
げ
、
日
本
の
有
名
な
作
品
も
考
察
し
、
出
身
国
の
違
う
作
家
が
ど

の
よ
う
に
同
じ
人
物
を
描
出
す
る
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。
構
成
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
第
一
章
の
序
論
の
後
に
な
る
第
二
章
は
長
政
の
人
生
の
舞

台
に
な
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
歴
史
を
紹
介
す
る
。
第
三
章
は
、
粗
筋
と
筆

者
を
紹
介
し
、
作
風
を
分
析
す
る
。
第
四
章
は
、
日
本
人
の
作
家
と
タ
イ

人
の
作
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
に
よ
っ
て
、
異
文
化
の
環
境
に
お
け
る
長

政
の
正
体
を
ど
の
よ
う
に
描
写
す
る
の
か
分
析
す
る
。
第
五
章
は
結
び
と

す
る
。

２
．
山
田
長
政
が
体
験
し
た
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
時
代
背
景
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ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
は
地
名
で
も
あ
り
、
王
朝
名
で
も
あ
っ
た
。
一
三
五
一

年
に
興
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
朝
は
、
一
四
三
八
年
に
な
る
と
、
十
三
世
紀
前

半
に
成
立
し
た
ス
コ
ー
タ
イ
朝
を
併
合
し
た
。
都
と
さ
れ
た
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
に
は
異
民
族
が
集
ま
り
多
様
性
の
あ
る
街
を
築
い
て
お
り
、
一
時
期

言
葉
の
違
う
四
十
も
の
民
族
が
い
た[

チ
ャ
ー
ン
ウ
ィ
ッ
ト:136]

。
隣
国

の
ラ
オ
ス
人
や
モ
ン
人
や
ク
メ
ー
ル
人
な
ど
の
み
な
ら
ず
、
遠
く
離
れ
た

国
か
ら
渡
来
し
た
人
も
い
た
。
例
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
人
、
中
国
人
、
日
本

人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
イ
ギ
リ
ス
人
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
一
五
六
九
年
に
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
は
ビ
ル
マ
の
属
国
と
な
っ
た
が
、

一
五
八
四
年
に
ナ
レ
ー
ス
ワ
ン
王
子
に
よ
っ
て
再
び
独
立
を
果
た
し
た
。

そ
の
後
、
一
七
六
七
年
に
ビ
ル
マ
と
の
戦
争
に
敗
北
し
滅
亡
し
た
。
ビ

ル
マ
と
の
戦
い
は
何
度
も
あ
っ
た
が
、
一
番
被
害
が
大
き
い
の
が
こ
の

一
七
六
七
年
の
戦
争
で
あ
り
、
こ
の
王
朝
の
四
百
十
七
年
間
に
わ
た
る

歴
史
が
閉
じ
た
。
し
か
し
、
他
国
と
の
戦
い
だ
け
で
な
く
、
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
の
四
百
年
以
上
の
経
緯
を
省
察
す
る
と
、
王
位
を
め
ぐ
る
権
力
闘

争
が
頻
繁
に
起
き
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
長
政
が
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に

滞
在
し
た
期
間
だ
け
で
、
君
主
が
三
回
も
変
わ
っ
て
い
る
。
長
政
の
人

生
に
関
わ
る
シ
ャ
ム
王
が
少
な
く
と
も
四
人
い
て
、
そ
れ
は
ソ
ン
タ
ム

王
（
在
位
：
一
六
一
〇
─
一
六
二
八
）、
チ
ェ
ー
ッ
タ
ー
テ
ィ
ラ
ー
ト
王

（
在
位
：
一
六
二
八
─
一
六
二
九
）、
ア
ー
テ
ィ
ッ
タ
ヤ
ウ
ォ
ン
王
（
在
位:

一
六
二
九
）、
そ
し
て
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
ト
ー
ン
王
（
在
位
：
一
六
二
九
─

一
六
五
六
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
長
政
は
日
本
人
と
し
て

新
し
い
社
会
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
激
し
い
政
治
闘
争

と
時
代
の
変
遷
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

　
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
お
い
て
、
長
政
が
一
番
活
躍
し
た
ソ
ン
タ
ム
王
の

時
代
の
十
八
年
間
は
、
比
較
的
に
治
世
が
平
和
で
安
定
し
、
仏
教
や
文

芸
や
外
交
な
ど
、
多
く
の
面
で
繁
栄
し
た
時
期
で
あ
っ
た [

チ
ャ
ー
ン

ウ
ィ
ッ
ト :196]

。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
第
二
一
代
の
国
王
で
あ
る
ソ
ン
タ
ム

王
は 

10
、
第
二
十
代
の
国
王
・
エ
カ
ー
ト
ッ
サ
ロ
ッ
ト
王
と
妃
の
間
に
生

ま
れ
た
子
供
だ
が
、
即
位
で
き
た
の
は
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
王
朝
に
お
い
て
厳

密
に
王
位
継
承
者
を
定
め
る
王
室
典
範
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
王
室
典
範
が
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
王
位
を
巡
る
対
立
が
発
生
し
や
す

か
っ
た

11 [ D
hiraw

egin:65]

。
第
二
十
代
の
国
王
と
王
妃
の
間
に
生
ま
れ
た

第
一
王
子
は
反
乱
を
企
ん
で
い
る
と
責
め
ら
れ
、
父
王
が
逝
去
す
る
直
前

に
王
命
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た [ W

yatt:92]

。
父
王
が
没
す
る
と
、
第
二
王

子
の
シ
ー
サ
オ
ワ
パ
ー
ク
王
子
が
王
位
を
引
き
継
い
だ
が
、
ま
も
な
く
倒

さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
に
僧
侶
に
な
っ
て
お
り
仏
教
に
造
詣
が
深
く
弟
子
や

官
僚
で
慕
う
者
が
多
か
っ
た
イ
ン
タ
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
子
が
、
ソ
ン
タ
ム
王

と
し
て
一
六
一
〇
年
に
即
位
で
き
た [

チ
ャ
ー
ン
ウ
ィ
ッ
ト:195]

。

　
一
方
、
シ
ャ
ム
と
の
国
交
を
図
ろ
う
と
す
る
徳
川
家
康
が
、
一
六
〇
六

年
に
シ
ャ
ム
の
国
王
に
書
簡
を
送
っ
た
。
山
田
長
政
は
一
六
一
〇
年
代
の

前
半
頃
、
シ
ャ
ム
に
渡
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期

は
ソ
ン
タ
ム
王
の
時
代
で
あ
り
貿
易
が
盛
ん
に
な
り
、
シ
ャ
ム
に
渡
来
し

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
地
に
住
み
つ
い
た
外
国
人
が
多
か
っ
た
。
現
地
の
日
本

人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
大
き
く
な
り
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
と
日
本
の
貿
易
の
最

盛
期
に
は
、
日
本
人
町
の
人
口
は
約
千
─
千
五
百
人
に
も
上
り

12
、〝
日

本
人
義
勇
隊
〟
に
は
八
百
人
が
い
た [

チ
ャ
ー
ン
ウ
ィ
ッ
ト:154, 197]

。

長
政
は
こ
の
時
代
に
、
宮
仕
え
し
オ
ー
ク
ヤ
ー
の
官
位
ま
で
与
え
ら
れ

た
。

　
ソ
ン
タ
ム
王
の
後
期
に
は
、
再
び
王
位
継
承
権
の
問
題
が
起
こ
り
、
貴
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族
が
い
く
つ
か
の
派
閥
に
分
か
れ
た
。
有
力
な
派
閥
は
次
の
国
王
と
し

て
、
ソ
ン
タ
ム
王
の
望
み
に
従
い
、
王
の
十
五
歳
の
長
子
を
支
持
す
る
、

王
宮
の
仕
事
を
取
り
締
ま
る
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
シ
ー
ウ
ォ
ー
ラ
ウ
ォ
ン
の
派

閥
と
、
も
う
一
つ
は
ソ
ン
タ
ム
王
の
弟
・
シ
ー
シ
ン
王
子
を
支
持
す
る

オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー
ホ
ー
ム
の
派
閥
で
あ
っ
た
。
後
者
は
王
の
希
望
に

公
然
と
反
対
し
て
い
た
の
で
、
戦
争
を
厭
う
王
は
自
身
の
味
方
を
し
て
く

れ
る
者
を
求
め
、
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
セ
ー
ナ
ピ
ム
ッ
ク
を
説
得
し
た[ Tha-

w
ornw

atskul:215-216]
。
そ
し
て
一
六
二
八
年
十
二
月
、三
十
八
歳
の
ソ
ン

タ
ム
王
は
没
し
た
。
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
シ
ー
ウ
ォ
ン
派
が
圧
倒
し
、
亡
き
王

の
望
み
通
り
、
彼
の
長
子
で
あ
る
チ
ェ
ー
ッ
タ
テ
ィ
ラ
ー
ト
王
が
即
位
し

た
。
オ
ー
ク
ヤ
・
シ
ー
ウ
ォ
ー
ラ
ウ
ォ
ン
は
反
対
派
の
影
響
力
を
徹
底
的

に
排
除
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
い
、
自
身
を
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー
ホ
ー

ム
の
位
ま
で
昇
進
さ
せ
た
。
暫
く
経
過
す
る
と
、新
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー

ホ
ー
ム
の
策
略
に
よ
り
、
チ
ェ
ー
ッ
タ
テ
ィ
ラ
ー
ト
王
も
倒
さ
れ
た
。
次

に
弟
・
ア
ー
テ
ィ
ッ
タ
ヤ
ウ
ォ
ン
王
子
が
即
位
し
た
。
こ
の
頃
、
王
位
簒

奪
を
狙
っ
て
い
た
同
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー
ホ
ー
ム
は
、
長
政
の
介
入
を

防
ぐ
た
め
、
彼
に
対
し
て
陰
謀
を
企
て
た
よ
う
で
あ
る
。
長
政
は
、
反
乱

が
起
き
て
い
る
リ
ゴ
ー
ル
（
現
在
、
タ
イ
の
南
部
に
あ
る
ナ
コ
ー
ン
シ
ー
タ

ン
マ
ラ
ー
ト
県
）
の
地
へ
赴
任
さ
せ
ら
れ
た
。
長
政
が
留
守
の
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
で
は
、
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー
ホ
ー
ム
が
即
位
一
か
月
余
り
の
ア
ー

テ
ィ
ッ
タ
ヤ
オ
ウ
ォ
ン
王
位
を
崩
壊
さ
せ
、
次
の
国
王
に
な
り
、
プ
ラ
ー

サ
ー
ト
ト
ー
ン
王
と
名
乗
っ
た
。

　
長
政
自
身
は
、
一
六
三
〇
年
に
リ
ゴ
ー
ル
よ
り
南
に
あ
る
パ
ッ
タ
ー

ニ
ー
の
地
で
の
戦
闘
で
負
傷
し
た
後
、
陰
謀
に
よ
り
傷
口
に
毒
を
塗
ら
れ

暗
殺
さ
れ
た
。
長
政
の
死
後
、
日
本
人
町
は
焼
き
尽
く
さ
れ
、
日
本
人
は

追
放
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
人
は
事
前
に
壊
滅
さ
れ
る
こ
と
を
推
測
し

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
よ
り
避
難
し
て
い
た
。
三
年
後
、
プ
ラ
ー
サ
ー
ト
ト
ー
ン

王
は
日
本
人
が
戻
っ
て
き
て
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
、
一
六
三
七
年
頃
に

は
、
日
本
人
は
三
百
〜
四
百
人
ほ
ど
住
ん
で
い
た
が
、
日
本
の
鎖
国
政
策

の
た
め
、
日
本
人
町
の
人
口
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。[

チ
ャ
ー
ン

ウ
ィ
ッ
ト:154]

。

３
．『
王
国
へ
の
道
』
と
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
と
そ
の
作
風

　
３
．
１

　
遠
藤
周
作
の
『
王
国
へ
の
道
』

　
中
編
小
説
の
『
王
国
へ
の
道
』
は
雑
誌
「
太
陽
」
に
一
九
七
九
年
七
月

か
ら
一
九
八
一
年
二
月
ま
で
連
載
さ
れ
た
遠
藤
周
作
の
作
品
で
あ
り
、
同

年
四
月
に
平
凡
社
に
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
周
作
は
幅
広
く

知
ら
れ
て
い
る
日
本
人
作
家
の
一
人
で
あ
り
、
代
表
作
は
、
例
え
ば
、『
白

い
人
』（
一
九
五
五
）
や
『
海
と
毒
薬
』（
一
九
五
八
）
や
ア
メ
リ
カ
人
の
マ
ー

テ
ィ
ン
・
ス
コ
セ
ッ
シ
監
督
の
近
日
公
開
す
る
映
画
の
原
作
で
あ
る
『
沈

黙
』（
一
九
六
六
）
な
ど
が
あ
る
。
連
載
の
終
了
後
、
周
作
は
同
雑
誌
の

取
材
に
対
し
、「
バ
ン
コ
ク
を
は
じ
て
訪
れ
た
の
は
も
う
十
三
、四
年
前
に

な
る
が
、
そ
の
時
か
ら
私
は
山
田
長
政
を
い
つ
か
書
き
た
い
と
考
え
て
い

た
。」

13 [

遠
藤:1981:151]

と
述
べ
て
い
た
。
本
人
が
話
す
よ
う
に
、
周

作
は
タ
イ
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
山
田
長
政
に
つ
い
て
の
作
品

を
作
る
に
あ
た
っ
て
、『
王
国
へ
の
道
』
を
発
表
す
る
前
に
、
ま
ず
『
メ

ナ
ム
河
の
日
本
人
』（
一
九
七
三
）
と
い
う
戯
曲
を
書
い
た
。
こ
れ
は
芥

川
比
呂
氏
の
演
出
で
劇
団
「
雲
」
が
上
演
し
た [

遠
藤:1981:151]

。
同
取

材
で
、
周
作
は
長
政
に
つ
い
て
興
味
を
持
っ
た
理
由
を
三
つ
挙
げ
た
。
第
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一
に
、
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
は
、
長
政
も
含
め
日
本
人
は
好
戦
的
で
あ
る

と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
長
政
は
し
か
る
べ
き
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
逆

に
利
用
し
、
異
国
で
あ
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
生
活
手
段
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
陰
険
な
政
治
と
掛
け
引
き
が
激
し
い

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
「
長
政
の
よ
う
な
陽
性
」
の
日
本
人
が
ど
う
身
を
処
し

え
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
関
心
の
あ

る
周
作
は
、
長
政
が
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
い
た
頃
に
、
ペ
ド
ロ
岐
部
と
い
う

名
の
日
本
人
キ
リ
シ
タ
ン
が
、
一
度
長
政
を
訪
れ
た
こ
と
に
驚
い
た
点
で

あ
る [

遠
藤:1981:151-154]
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
長
政
に
つ
い
て
書
こ

う
と
考
え
た
が
、
特
に
岐
部
の
こ
と
は
、
大
き
く
『
王
国
へ
の
道
』
執
筆

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
歴
史
的
に
岐
部
は
実
在
し
た
日
本
人
で
あ
り
、

一
六
一
四
年
に
日
本
を
追
放
さ
れ
、
マ
カ
オ
、
マ
ラ
ッ
カ
、
ゴ
ア
、
バ
グ

ダ
ー
ド
を
経
て
ロ
ー
マ
ま
で
辿
り
着
き
、
三
十
二
歳
の
時
に
よ
う
や
く
司

祭
に
な
れ
た
。

　
キ
リ
ス
ト
教
が
ら
み
の
雰
囲
気
を
与
え
る
「
大
村
か
ら
長
崎
に
向
か

う
に
は

―
」[

遠
藤:1984:5] 

の
冒
頭
が
示
す
よ
う
に
、
周
作
に
よ
る
長

政
の
冒
険
と
出
世
は
長
崎
か
ら
始
ま
る
。
当
時
の
日
本
社
会
を
描
く
「
少

年
た
ち
は
い
ず
れ
も
紺
色
の
着
物
を
着
て
い
た
が
、
数
人
の
大
人
は
切
支

丹
の
南
蛮
僧
侶
が
ま
と
う
修
道
服
に
身
に
つ
つ
ん
で
、
な
か
に
は
あ
き
ら

か
に
鼻
た
か
く
、
碧
眼
の
外
人
も
ま
じ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。」[
遠

藤:5]

の
描
写
が
初
ペ
ー
ジ
か
ら
早
速
導
入
さ
れ
る
。
舞
台
は
慶
長
一
九

年
（
一
六
一
四
年
）
で
、
江
戸
幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
令
に
よ
り
多
く

の
キ
リ
シ
タ
ン
が
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
ペ
ド
ロ
岐
部
（
一
五
八
七

─
一
六
三
九
）も
い
た
。
一
方
、作
品
の
前
半
で
藤
蔵
な
る
山
田
長
政
は「
出

世
」
と
「
富
」
を
求
め
、
日
本
を
出
て
た
ま
た
ま
岐
部
と
マ
カ
オ
に
向
か

う
同
じ
船
に
乗
り
、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
。
マ
カ
オ
に
い
る
間
、
ア
ユ
ッ

タ
ヤ
ー
に
つ
い
て
の
噂
と
、
そ
こ
に
い
る
日
本
人
は
貿
易
だ
け
で
な
く
、

傭
兵
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
人
も
い
る
こ
と
を
初
め
て
聞
い
た
。
長
政

は
、
マ
カ
オ
は
自
分
の
居
場
所
で
は
な
い
と
感
じ
、
日
本
人
町
が
す
で
に

あ
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
へ
行
く
こ
と
に
決
め
た
。
美
し
い
が
恐
ろ
し
い
と
言

わ
れ
て
い
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
渡
っ
た
長
政
は
早
く
適
応
で
き
、
現
地
の

日
本
人
と
親
し
く
な
れ
た
。
今
の
身
分
以
上
に
な
り
た
い
彼
は
、
あ
る
時

ヨ
タ
ー
テ
ィ
ッ
プ
王
女
を
見
か
け
、
一
目
ぼ
れ
し
憧
れ
、「
い
つ
か
は
あ

の
姫
の
体
を
抱
い
て
み
た
も
の
だ
」[

遠
藤:1984:75]

と
い
う
気
持
ち
ま

で
生
ま
れ
た
。

　
長
政
は
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
王
朝
の
ソ
ン
タ
ム
王
の
も
と
で
活
躍
し
、
日
本

人
に
も
タ
イ
人
に
も
能
力
を
認
め
ら
れ
、
日
本
人
の
傭
兵
隊
長
の
位
に
上

が
り
、
オ
ー
ク
ヤ
ー
の
地
位
ま
で
国
王
に
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
ソ
ン
タ

ム
王
が
逝
く
と
、
王
位
継
承
権
を
め
ぐ
る
闘
争
が
発
生
し
、
次
の
国
王
に

な
る
の
は
旧
王
の
長
子
か
弟
か
、
二
つ
の
派
閥
に
分
か
れ
た
。
そ
れ
に
直

面
し
た
日
本
人
達
も
不
安
に
な
り
、
ど
ち
ら
の
派
閥
の
味
方
を
し
た
ら
良

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
迷
っ
た
た
め
、
長
政
は
日
本
人
も
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
味
方
を
す
る
よ
う
に
提
案
し
、
自
分
は
比
較
的

に
力
が
弱
く
不
利
な
派
閥
を
支
え
る
こ
と
に
し
た
。
結
局
、
長
子
を
支
持

す
る
派
閥
が
勝
利
し
、
そ
の
派
閥
に
つ
い
て
い
た
長
政
は
ま
す
ま
す
政
治

的
権
力
を
増
し
て
い
く
が
、
反
対
派
に
つ
い
た
日
本
人
は
殺
害
さ
れ
そ
う

に
な
っ
て
も
助
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
は
、

後
に
長
政
の
隠
し
妻
に
な
る
娘
を
残
し
た
。
長
政
は
、
そ
れ
以
降
摂
政
と

対
立
し
、
シ
ャ
ム
の
南
あ
る
リ
ゴ
ー
ル
の
藩
に
お
い
て
反
乱
を
平
定
す
る

よ
う
に
命
令
さ
れ
、
そ
こ
で
恨
み
を
持
つ
隠
し
妻
に
毒
殺
さ
れ
た
。

　
３
．
２

　
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
の
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

　
二
〇
〇
六
年
に
タ
イ
の
文
学
界
に
お
い
て
新
人
で
知
名
度
が
比
較
的

低
い
女
性
作
家
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
が
書
き
下
ろ
し
た
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
は
中
編
小
説
で
あ
り
、
新
人
賞
の
第
一
回
ト

ン
マ
ヤ
ン
テ
ィ
ー
文
学
賞
に
応
募
さ
れ
、
入
選
の
二
十
作
品
の
一
つ
に

な
っ
た
。
入
賞
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

タ
イ
の
中
で
山
田
長
政
を
中
心
と
す
る
僅
か
な
文
学
作
品
の
一
つ
と
見

な
さ
れ
る
。「
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
」
の
名
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
り
、
本

名
は
カ
ル
ナ
ー
・
パ
ー
シ
ー
ポ
ン
・
斎
藤
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
に
タ
イ

の
チ
ュ
ラ
ー
ロ
ン
コ
ー
ン
大
学
文
学
部
日
本
語
学
科
を
卒
業
し
た
。
後
に

日
本
人
と
結
婚
し
、
長
年
日
本
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
日
本
語
や
日
本

の
習
慣
を
理
解
し
て
い
る
。
処
女
作
の
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
の
後
、
別
の
ペ

ン
ネ
ー
ム
の
ソ
ー
イ
サ
ッ
タ
バ
ン
で
短
編
小
説
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

も
発
表
し
て
い
る
。
日
タ
イ
翻
訳
に
も
携
わ
っ
て
い
る
。
短
編
小
説
『
プ

レ
ー
ン
チ
ー
ウ
ィ
ッ
ト2505

』（
人
生
の
曲2505
）（
二
〇
〇
七
）
は
第

八
回
ナ
ー
イ
ン
文
学
賞
の
準
優
勝
を
果
た
し
、
子
供
向
け
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
『
コ
ム
ナ
ー
・
テ
ィ
オ
』（
一
生
懸
命
旅
行
す
る
）（
二
〇
〇
八
）
は

第
五
回
ウ
ェ
ン
ケ
ー
オ
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
に
関
し

て
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
二
〇
〇
五
年
六
月
の
あ
る
日
、
オ
ー
ク
ヤ
ー
・

セ
ー
ナ
ピ
ム
ッ
ク
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
思
案
し
、
そ
の
夜
、
寝
付
く
前

に
漠
然
と
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
考
え
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
ば
に
寝
て
い

る
日
本
人
の
夫
を
見
て
、
日
本
人
は
タ
イ
の
人
々
が
政
に
つ
い
て
ど
う
思

う
の
か
知
り
た
が
る
と
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
と
、
自
分
の

ブ
ロ
グ
に
書
い
て
い
る ( K

onkunari:

ブ
ロ
グ)

。

　
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
著
作
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
を
、
長
政
の
幼
い
時
期

か
ら
描
き
出
し
た
。
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
九
歳
の
長
政
は
義
父
と

同
伴
し
、
染
め
布
を
裕
福
な
家
族
に
届
け
た
。
様
々
な
場
所
を
回
り
な
が

ら
、
武
士
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
に
憧
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ

る
日
、
大
富
豪
の
一
家
を
訪
れ
、
そ
の
家
の
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
菊
に
出
会

い
、
友
人
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
菊
の
こ
と
は
長
政
の
心
に
印
象
深
く

残
っ
た
。
七
年
後
、
十
六
歳
に
な
っ
た
長
政
は
菊
と
再
会
し
、
お
互
い
愛

し
合
う
関
係
に
な
る
。
そ
の
う
ち
に
、沼
津
藩
主
の
大
久
保
忠
佐
に
仕
え
、

駕
籠
か
き
の
職
を
得
た
。
常
に
自
身
の
身
分
の
昇
進
を
望
む
長
政
は
、
関

ケ
原
の
戦
い
の
後
は
、
平
和
な
時
が
続
き
、
長
期
間
戦
い
が
起
き
な
い
と

予
想
し
、
こ
の
ま
ま
だ
と
い
く
ら
努
力
し
て
も
地
位
の
高
い
優
秀
な
武
士

に
な
れ
な
い
こ
と
を
懸
念
し
た
。
し
ば
ら
く
経
つ
と
、
菊
は
長
政
よ
り
身

分
の
高
い
男
の
家
に
嫁
ぎ
、
大
久
保
藩
主
は
亡
く
な
っ
た
。
長
政
は
失
恋

と
恩
の
あ
る
主
君
の
死
に
よ
り
絶
望
し
、
二
人
の
友
人
と
共
に
ア
ユ
ッ
タ

ヤ
ー
へ
行
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
朱
印
船
で
長
崎
か
ら
台
湾
を
経
て
シ
ャ

ム
に
到
着
し
、
日
本
に
は
な
い
寺
院
や
川
沿
い
の
生
活
な
ど
、
故
郷
と
違

う
風
景
を
見
て
、
新
鮮
な
気
持
ち
が
生
じ
た
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
は
、
長

政
は
現
地
の
タ
イ
人
と
も
親
睦
を
深
め
、
そ
し
て
新
し
い
恋
人
に
も
巡
り

あ
う
。
そ
の
女
性
は
シ
ャ
ム
人
、
ワ
ー
ド
と
名
乗
っ
た
。
当
初
長
政
は
貿

易
に
従
事
し
、
シ
ャ
ム
と
長
崎
と
の
間
を
行
き
来
し
た
。
後
に
当
時
の
頭

領
か
ら
傭
兵
の
職
に
誘
わ
れ
、
昇
進
を
続
け
オ
ー
ク
ヤ
ー
の
位
ま
で
上
っ

た
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
使
節
団
代
表
と
し
て
日
本
に
戻
り
、
江
戸
で
将
軍

に
も
面
会
し
た
。
長
政
は
そ
の
実
力
で
、
ソ
ン
タ
ム
王
か
ら
大
き
な
信
頼

を
受
け
、
王
の
娘
と
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
王
位
継
承
を

め
ぐ
る
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
リ
ゴ
ー
ル
藩
主
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
少

し
離
れ
た
パ
ッ
タ
ー
ニ
ー
反
乱
を
抑
え
る
際
、
負
傷
し
、
傷
口
に
タ
イ
の

兵
士
に
騙
さ
れ
毒
の
あ
る
包
帯
を
使
用
し
、
暗
殺
さ
れ
た
。

　
作
中
の
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
過
去
の
話
は
そ
こ
で
終
わ
り
、
設
定
が
変
わ
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り
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
た
。
ワ
ー
ド
ラ
ウ
ィ
ー
と
い
う
女
性
が
あ
る
男

の
夢
を
見
た
。
目
が
目
覚
め
た
ら
、
そ
れ
は
長
政
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ま
で
に
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
彼
女
は
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー

の
歴
史
を
調
べ
は
じ
め
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
へ
兄
を
誘
い
、
遊
び
に
行
っ
た
。

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
雰
囲
気
は
昔
か
ら
馴
染
の
あ
る
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
か

ら
彼
女
は
仕
事
で
日
本
人
男
性
の
山
田
と
知
り
合
い
、
四
年
の
交
際
を
経

て
結
婚
し
た
。
結
婚
式
の
場
で
山
田
は
突
然
タ
イ
伝
統
衣
装
を
着
て
い
る

ワ
ー
ド
ラ
ウ
ィ
ー
に
「
僕
は
ワ
ー
ド
を
四
百
年
も
待
っ
て
い
た
」
と
囁
い

た
。

　
３
．
３

　
両
作
品
の
作
風

　
長
政
は
歴
史
上
の
人
物
な
の
で
、
文
学
作
品
と
し
て
彼
の
人
生
を
描
い

て
い
る
『
王
国
へ
の
道
』
と
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
を
一
見
す
る
と
、
歴
史
小

説
の
印
象
を
受
け
る
傾
向
に
あ
る
が
、
確
か
な
史
料
が
乏
し
い
こ
と
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
書
か
れ
た
内
容
は
確
実
に
考
証

的
に
裏
付
け
ら
れ
る
歴
史
小
説
よ
り
、
空
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
が
顕
著

に
見
ら
れ
る
。
周
作
は
「
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
理
由
の
主
題
を
ス
ト
ー

リ
ー
に
お
り
こ
み
つ
つ
書
い
た
こ
の
作
品
は
さ
ら
に
手
を
加
え
た
上
で

上
梓
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
は
っ
き
り
語
っ
た[

遠
藤:1981:154]
。

同
様
に
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
も
執
筆
に
必
要
な
資
料
を
集
め
た
後
、
日
タ

イ
両
国
の
季
節
や
地
理
な
ど
、「
小
説
の
色
を
入
れ
る
」
と
い
う
過
程
に

取
り
組
ん
だ

　( K
onkunari:

ブ
ロ
グ)

。
粗
筋
か
ら
分
か
る
よ
う
に
歴
史
の

肝
心
な
と
こ
ろ
は
収
ま
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
、
つ
ま
り
作
家
の
想
像
で
作
ら
れ
た
部
分
が
多
い
。
長
政
は
江

戸
を
出
て
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
が
両
作
品
の
本
筋
の
始
ま
り
で
あ
り
、

話
が
進
ん
で
い
く
と
、
詳
細
な
部
分
で
徐
々
に
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に

関
し
て
は
次
の
大
き
な
二
点
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、
長
政
の
周
り
の
登
場
人
物
と
日
本
か
ら
の
経
路
で
あ
る
。
構
造

主
義
的
な
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
周
作
は
意
図
的
に
ペ
ド
ロ
岐
部
を
登

場
さ
せ
、
長
政
と
岐
部
を
対
比
し
な
が
ら
、
目
的
達
成
を
さ
せ
た
い
日
本

人
な
り
の
生
き
方
を
表
現
し
た
。
二
人
は
共
に
マ
カ
オ
に
渡
っ
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
、
長
政
は
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
、
岐
部
は

ロ
ー
マ
へ
渡
っ
た
。
周
作
が
強
調
し
た
い
の
は
、
二
人
の
人
生
の
目
標
地

点
は
違
う
が
、
熱
心
、
粘
り
強
さ
、
そ
し
て
長
政
の
場
合
、
腹
黒
さ
を
頼

り
に
成
功
し
た
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー

は
そ
の
よ
う
な
人
物
を
登
場
さ
せ
ず
、
長
政
と
共
に
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
渡

る
単
に
二
人
の
友
人
、
ノ
リ
ミ
ツ
と
マ
サ
ヒ
ロ
だ
け
を
登
場
さ
せ
た
。
ア

ユ
ッ
タ
ヤ
ー
ま
で
到
着
す
る
途
中
の
事
情
に
つ
い
て
も
記
述
が
な
く
、
ま

た
マ
カ
オ
で
は
な
く
、
た
だ
「
台
湾
を
経
て
」[ K

onkunari:56]

と
し
か
書

か
な
か
っ
た
。
恋
愛
相
手
に
関
し
て
も
両
作
者
は
違
う
人
物
を
登
場
さ
せ

た
。
周
作
は
ヨ
タ
ー
テ
ィ
ッ
プ
王
女
を
ソ
ン
タ
ム
王
の
娘
と
し
、
ま
た
長

政
の
恋
愛
対
象
に
し
た
。
し
か
し
、
ヨ
タ
ー
テ
ィ
ッ
プ
の
名
は

14
、
実
際

に
ソ
ン
タ
ム
王
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
史
料
が
な
く
、
同
じ
名
前

を
持
つ
人
物
は
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
王
朝
の
第
二
十
七
国
王
・
ナ
ー
ラ
ー
イ
王

の
妹
に
も
あ
る
。
も
う
一
人
の
女
性
は
、
長
政
と
対
立
し
て
か
ら
、
ソ
ン

タ
ム
王
に
次
ぐ
新
王
に
殺
害
さ
れ
た
日
本
人
の
傭
兵
を
指
揮
し
て
い
る

城
井
久
衛
門
の
娘
、
ふ
き
で
あ
る
。
長
政
は
結
局
、
生
き
残
ろ
う
と
す
る

ヨ
タ
ー
テ
ィ
ッ
プ
王
女
に
騙
さ
れ
、
亡
き
父
と
自
殺
し
た
母
の
た
め
、
復

讐
を
求
め
る
ふ
き
に
毒
を
飲
ま
さ
れ
死
ん
だ
。
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
そ

れ
に
対
し
て
、
長
政
は
ソ
ン
タ
ム
王
の
意
思
に
よ
り
カ
ン
ラ
ヤ
ー
ニ
ー
王

女
と
結
婚
し
、
依
然
と
し
て
ワ
ー
ド
と
の
恋
愛
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。



69

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

　
次
に
、
社
会
的
な
文
脈
で
あ
る
。
周
作
も
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
も
異

文
化
に
接
触
し
て
い
る
長
政
を
描
出
し
て
い
る
が
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー

の
記
述
の
方
が
際
立
っ
て
い
る
。
両
作
者
は
彼
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク

の
こ
と
も
描
い
て
い
る
。
社
会
文
化
に
お
い
て
周
作
は
ほ
ぼ
最
初
の
み
触

れ
、
何
ヵ
所
か
言
及
し
て
い
る
シ
ャ
ム
の
暑
さ
以
外
、
日
本
人
の
典
型
的

な
苦
手
な
食
べ
物
に
対
し
て
否
定
的
な
印
象
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、

藤
蔵
が
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
渡
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
食
べ
物
に
困
っ
た
よ
う

な
様
子
で
分
か
る
。
食
べ
物
に
対
す
る
強
い
拒
否
反
応
は
二
回
現
れ
て
い

る
。
一
回
目
で
パ
ク
チ
ー
と
は
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
想
像
で

き
る
。
周
作
は
、「
ア
ユ
タ
ヤ
の
人
間
は
ど
ん
な
食
物
に
も
香
料
に
臭
気

の
強
い
草
を
入
れ
る
。
そ
の
草
の
臭
気
は
腐
蝕
し
た
鉄
の
臭
い
の
よ
う

で
、
日
本
人
た
ち
は
、「
死
臭
の
よ
う
だ
」
と
嫌
が
っ
て
避
け
た
。」[

遠

藤:1984:58]

と
語
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
ド
リ
ア
ン
と
思
わ
れ
る
果
物
を

食
べ
た
途
端
、「
臭
え
」
と
藤
蔵
は
悲
鳴
に
近
い
声
を
あ
げ
て
か
ら
、「
肥

溜
め
の
よ
う
な
臭
い
が
し
ま
す
ね
」[

遠
藤:1984:60]
と
言
い
つ
づ
け
た

こ
と
で
あ
る
。

　
作
者
が
シ
ャ
ム
の
習
慣
を
誤
解
し
て
い
る
部
分
も
現
れ
る
。
そ
れ
は
、

日
本
人
の
仲
間
が
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
来
た
ば
か
り
の
藤
蔵
に
、「
こ
の
ま

ち
で
は
僧
は
殊
更
に
敬
わ
れ
て
い
る
。
僧
に
朝
夕
の
食
事
を
与
え
る
こ
と

は
貧
者
も
怠
ら
ぬ
」
と
言
っ
た
こ
と
と
、
ヨ
タ
ー
テ
ィ
ッ
プ
内
親
王
が
今

オ
ー
ク
ヤ
ー
・
セ
ー
ナ
ー
ピ
ム
ッ
ク
に
な
っ
た
長
政
に
会
話
を
し
て
く
れ

な
い
と
言
う
設
定
で
、
周
作
は
「
仏
教
の
戒
律
の
せ
い
で
ア
ユ
タ
ヤ
王
宮

で
は
男
女
区
別
は
厳
格
で
あ
り
、
身
分
が
低
い
こ
ち
ら
か
ら
話
し
か
け
る

な
ど
到
底
許
さ
れ
な
い
。」[

遠
藤:1984:162]

と
い
う
説
明
で
あ
る
。
事

実
と
し
て
シ
ャ
ム
の
僧
侶
は
基
本
的
に
午
後
は
食
事
し
な
い
こ
と
と
王

宮
で
の
男
女
区
別
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
タ
イ
の
仏
教
の
戒
律
で
は
な
い

こ
と
で
あ
る
。

　
全
体
的
に
見
れ
ば
、
周
作
は
社
会
的
な
様
子
よ
り
、
長
政
の
敵
国
と
の

戦
い
方
と
政
治
的
な
行
動
、
特
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ

ラ
ー
ホ
ー
ム
と
の
敵
対
を
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
題
と
し
て
お
り
、
物
語
の
雰

囲
気
は
ス
リ
ラ
ー
に
近
い
雰
囲
気
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
物
語
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
日
タ
イ

の
社
会
・
文
化
的
な
要
素
を
描
い
て
い
る
。
長
政
の
幼
い
こ
ろ
を
描
出
し

て
い
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
最
初
の
三
章
ま
で
、
お
は
じ
き
や
下
駄
隠
し
の

よ
う
な
日
本
の
庶
民
文
化
か
ら
、
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
や
士
農
工
商
の

社
会
階
級
や
朱
印
船
な
ど
社
会
・
経
済
状
況
ま
で
描
い
て
い
る
。
ア
ユ
ッ

タ
ヤ
ー
が
舞
台
に
な
っ
た
部
分
も
、
本
格
的
に
当
時
の
社
会
の
様
子
を
描

き
出
し
て
い
る
。
日
タ
イ
の
文
化
を
比
較
す
る
場
面
も
多
く
見
ら
れ
る
。

具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
長
政
が
タ
イ
米
を
見
た
時
と
江
戸
に
行
き
将
軍
と

会
っ
た
時
で
あ
る
。

　
長
政
は
「
シ
ャ
ム
の
人
々
は
日
本
人
と
同
様
に
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と

だ
。
こ
こ
の
ご
飯
は
細
長
い
ん
だ
。
短
く
太
い
粒
に
な
っ
て
い
る
日
本
米

と
違
う
。」[ K

onkunari:65] 

と
知
見
を
述
べ
る
場
面
が
あ
る
。
似
た
よ
う

な
感
想
は
小
説
の
後
半
で
も
見
ら
れ
る
。
長
政
が
シ
ャ
ム
か
ら
江
戸
へ

行
っ
た
時
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
と
日
本
の
豊
か
さ
と
の
比
較
を
将
軍
に
こ
う

報
告
し
た
。

「
違
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
向
こ
う
で
は
ど
ん
な
者
で
も
皆
十
分

に
ご
飯
を
食
べ
ら
れ
ま
す
。」

「
そ
う
で
す
か
」
将
軍
は
興
味
を
持
ち
頷
い
た
。

「
我
々
の
と
違
い
ま
す
。
食
べ
ら
れ
た
り
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
ま
す

ね
。」
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[ K
onkunari:177]

　
こ
の
二
つ
の
例
以
外
で
も
、
シ
ャ
ム
人
の
ビ
ン
老
樹
を
噛
む
こ
と
と
日

本
の
お
歯
黒
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
住
ん
で
い
る
日
本
人
は
銭
湯
を
つ
く
り

日
本
に
い
る
よ
う
な
お
風
呂
に
入
る
こ
と
、
江
戸
幕
府
の
鎖
国
な
ど
、
両

国
の
習
慣
を
相
当
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
感
情
あ
ふ
れ
る
場
面
に
な
る

と
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
散
文
か
ら
脱
し
、
突
然
詩
を
挿
入
し
て
く
る

[ K
onkunari:96-97]

。
こ
れ
は
タ
イ
の
文
豪
の
一
人
、
女
性
作
家
ト
ン
マ
ヤ

ン
テ
ィ
ー
が
よ
く
使
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。
物
語
の
終
盤
に
差
し
掛
か

る
と
タ
イ
人
が
好
む
転
生
の
話
を
導
入
し
、
現
代
を
舞
台
に
ワ
ー
ド
と
長

政
を
再
登
場
さ
せ
、
今
回
は
ワ
ー
ド
ラ
ウ
ィ
ー
と
山
田
と
な
る
日
本
人
に

な
り
、
二
人
の
恋
愛
が
叶
う
と
い
う
結
末
で
あ
る
。

　
両
作
品
を
考
察
す
る
と
、
周
作
に
よ
る
長
政
の
個
人
的
、
な
い
し
政
治

的
な
行
動
を
強
調
か
つ
目
立
た
せ
る
描
写
に
対
し
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー

は
両
国
の
架
け
橋
に
な
る
長
政
を
通
じ
て
比
較
社
会
・
文
化
へ
の
心
構
え

を
固
め
、
そ
し
て
恋
愛
話
を
描
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

４
．
異
国
に
お
け
る
長
政
の
正
体

　
人
が
異
文
化
に
入
り
込
む
際
、
溶
け
込
む
こ
と
が
で
き
る
部
分
も
あ
れ

ば
、
そ
う
で
な
い
部
分
も
あ
る
。
周
作
と
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
、
程
度

が
違
う
か
も
れ
し
な
い
が
、
そ
の
適
応
性
を
意
識
し
、
作
風
に
現
れ
る

よ
う
に
、
様
々
な
場
面
で
長
政
の
文
化
に
対
す
る
観
察
力
と
順
応
性
を
表

し
た
。
ま
た
新
た
な
習
慣
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
自
ら
の
色
合
い
を
よ

り
は
っ
き
り
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
違
う
も
の
に
触
れ
る
か
ら

こ
そ
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
実
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第

四
章
で
は
、
両
作
者
に
よ
り
長
政
は
ど
の
よ
う
に
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
維
持
し
な
が
ら
、
正
体
を
見
せ
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

追
求
し
た
い
。
特
に
、
長
政
が
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
渡
る
動
機
と
日
本
人
と

し
て
活
躍
す
る
と
い
う
の
が
焦
点
に
な
る
。

　
周
作
の
長
政
は
野
心
家
の
冒
険
者
で
あ
り
、
海
外
で
日
本
人
の
強
み
と

思
わ
れ
る
戦
力
を
生
か
し
て
成
功
し
た
。
ま
ず
日
本
を
出
る
前
に
、
ア

ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
名
前
さ
え
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
初
め
て
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー

の
情
報
を
耳
に
し
た
の
は
マ
カ
オ
で
外
国
と
貿
易
し
て
い
る
老
人
と
会

話
し
た
時
で
あ
る
。
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
傭
兵
を
し
て
い
る
日
本
人
が
い
る

こ
と
に
も
驚
い
た
。
周
作
は
こ
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
戦
さ
に
？
」

　
藤
蔵
は
驚
い
た
声
を
だ
し
た
。
日
本
人
が
異
国
で
戦
さ
を
行
っ
て
い
る

と
は
夢
に
も
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
子
供
っ
ぽ
い
驚
き
ぶ
り

が
可
笑
し
か
っ
た
と
み
え
て
、
老
人
は
目
を
細
め
、

「
ア
ユ
タ
ヤ
で
は
戦
さ
の
折
、
日
本
人
を
使
う
。
日
本
人
は
戦
い
ぶ
り

が
巧
み
だ
と
皆
、
知
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
た[

遠
藤:1984:39]

。

　
藤
蔵
は
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
は
よ
い
と
こ
ろ
だ
が
、
危
険
な
地
だ
と
い
う

よ
う
な
注
意
を
受
け
た
が
、
野
心
の
あ
る
彼
は
岐
部
と
話
す
際
、
ア
ユ
ッ

タ
ヤ
ー
へ
行
く
目
的
を
こ
の
よ
う
に
率
直
に
言
っ
た
。

「
お
前
の
嫌
い
な
金
儲
け
よ
。
い
や
金
儲
け
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ア
ユ

タ
ヤ
の
王
は
日
本
人
を
雇
っ
て
戦
さ
の
手
助
け
を
さ
せ
て
い
る
と
聞
い

た
。
日
本
で
は
俺
の
よ
う
な
身
分
の
ひ
く
い
男
に
は
望
め
ぬ
こ
と
が
、
ど
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う
や
ら
あ
の
国
で
は
で
き
そ
う
。
だ
か
ら
出
か
け
る
気
に
な
っ
た
。」（
遠

藤:1984:43

）

　
周
作
は
明
晰
な
藤
蔵
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
た
。
藤
蔵
は
日
本
の
戦
争
史

に
つ
い
て
の
知
識
を
持
ち
、
適
切
に
利
用
し
た
。
例
え
ば
、
ビ
ル
マ
軍
と

戦
う
時
、
敵
は
象
と
鉄
砲
で
攻
撃
す
る
の
で
、
象
を
驚
か
せ
る
た
め
、
爆

竹
を
使
う
こ
と
を
提
案
し
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
ま
で
分
か
る
の
と

聞
か
れ
る
と
、
藤
蔵
は
、「
実
は
日
本
に
お
り
ま
す
時
、
平
家
琵
琶
に
て

富
士
川
の
合
戦
の
く
だ
り
を
聴
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
鳥
の
羽
音
に

驚
い
て
平
家
の
大
軍
が
算
を
し
て
逃
げ
だ
し
た

―
」[

遠
藤:1984:78-81]

と
答
え
た
。
他
に
も
、
政
治
的
な
権
力
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
長
政

は
、
摂
政
の
こ
と
が
気
に
な
り
、
身
の
安
全
の
こ
と
を
考
え
る
際
、
信
長

と
秀
吉
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

彼
は
日
本
の
織
田
信
長
の
こ
と
を
思
っ
た
。
信
長
公
が
父
以
来
の
老
臣
を

役
に
立
た
ぬ
と
言
っ
て
昔
の
忠
勤
ぶ
り
さ
え
問
題
に
せ
ず
、
亡
き
者
に
し

た
話
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。[

中
略]

　
だ
か
ら
秀
吉
公
は
い
つ
も

信
長
の
前
で
役
に
た
つ
男
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。[

遠
藤:1984:146-

147]

 　
こ
の
よ
う
な
教
訓
で
長
政
は
「
危
険
な
」
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
長
く
生
き

残
っ
た
。
そ
の
反
面
、
自
分
の
関
与
に
よ
り
日
本
人
の
傭
兵
を
指
揮
し
て

い
る
城
井
久
衛
門
の
死
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
と

は
い
え
、
複
雑
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
裏
切
り
者
と
い
う
行
動
で
反
省
す

る
こ
と
も
あ
る
が
、
出
世
す
る
た
め
に
は
、
倫
理
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
周
作
は
長
政
の
汚
れ
た
部
分

を
見
せ
て
く
れ
た
。
終
盤
に
な
る
と
、長
政
は
オ
ー
ク
ヤ
ー
・
カ
ラ
ー
ホ
ー

ム
の
策
略
に
陥
り
、
最
終
的
に
城
井
久
衛
門
の
娘
、
ふ
き
に
殺
さ
れ
た
が
、

周
作
の
目
か
ら
見
る
と
、
結
論
と
し
て
そ
れ
は
「
壮
烈
な
る
死
、
男
の
死
」

で
あ
る[

遠
藤:1984:339]

。

　
一
方
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
が
描
く
長
政
は
、
日
本
に
い
た
時
か
ら
ア

ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
日
本
を
出
る
勇
気
が
ま
だ
な

か
っ
た
。
結
局
、出
国
の
大
き
な
動
機
は
絶
望
と
考
え
ら
れ
る
。
作
者
は
、

「
大
久
保
様
が
他
界
し
た
し
。
長
政
と
菊
と
の
愛
も
叶
わ
な
く
な
っ
た
し
。

長
政
と
二
人
の
親
友
、
ノ
リ
ミ
ツ
と
マ
サ
ヒ
ロ
は
決
心
し
た
。
彼
ら
は

シ
ャ
ム
に
向
か
う
。」[ K

onkunari:54]

と
書
い
た
。
長
政
の
気
質
に
関
し

て
は
、
そ
も
そ
も
友
好
的
な
雰
囲
気
が
あ
ふ
れ
る
男
で
あ
り
、「
い
つ
も

に
こ
に
こ
し
て
い
る
よ
う
な
顔
立
ち
を
お
持
ち
の
長
政
は
、
ど
ん
な
表
情

で
も
見
せ
て
く
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
半
分
微
笑
ん
で
い
る
の
は
彼
な
り

の
特
徴
で
す
。
彼
は
日
本
人
の
輪
の
中
に
い
る
時
で
も
常
に
落
ち
着
い
て

無
口
で
す
。」[ K

onkunari:71]

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物

は
溺
れ
て
い
る
シ
ャ
ム
の
御
嬢
さ
ん
を
見
た
時
、
す
ぐ
に
飛
び
込
み
、
救

出
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
行
動
は
シ
ャ
ム
人
に
、「
お
兄
さ
ん
、
と
っ
て

も
い
い
人
ね
。
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
我
々
の
ワ
ー
ド
お
嬢
様
は

大
変
だ
わ
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ね
。」[ K

onkunari:66]

と
絶
賛
さ
れ
た
。

優
し
い
紳
士
的
な
様
子
は
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
の
長
政
で
あ
る
。

　
周
作
の
長
政
に
対
し
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
の
長
政
の
大
き
な
特
徴

は
、
英
雄
的
な
戦
い
に
強
い
人
物
よ
り
、
好
奇
心
を
持
ち
な
が
ら
、
紳
士

の
精
神
で
異
文
化
に
適
応
す
る
、
か
つ
学
ぶ
日
本
人
で
あ
る
。
コ
ー
ン
ク

ナ
ー
リ
ー
は
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
初
め
て
行
き
異
文
化
に
接
触
す
る
長
政

は
理
解
で
き
な
い
習
慣
や
文
化
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
を
前
提
と
し
、

そ
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
描
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
日
の
朝
、
長
政
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と
友
人
が
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
市
民
が
托
鉢
し
て
い
る
シ
ャ
ム
の
僧
侶
に

対
し
、
供
え
物
を
与
え
て
い
る
様
子
を
見
て
不
思
議
に
思
っ
た
。
そ
の
異

文
化
に
驚
い
た
日
本
人
を
見
て
い
た
タ
イ
人
・
フ
ァ
ー
ド
は
「
サ
イ
バ
ー

ト
、
そ
れ
は
（
タ
イ
語
で
）
サ
イ
バ
ー
ト
と
言
う
の
」
と
説
明
し
て
あ
げ

た[ K
onkunari:62]

。

　
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
男
は
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
志
す

日
本
人
で
も
あ
る
。
タ
イ
語
を
学
び
、
日
本
語
も
教
え
、
時
間
が
あ
っ
た

ら
、
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
を
回
り
、
お
祭
り
に
も
行
き
、
様
々
な
場
面
で
現
地

の
文
化
と
言
葉
を
習
っ
た [ K

onkunari:62-64, 81]

。
長
政
は
、
タ
イ
語
の

四
字
熟
語
「
ナ
イ
ナ
ー
ム
・
ミ
ー
・
プ
ラ
ー
、
ナ
イ
・
ナ
ー
・
ミ
ー
・
カ
ー

オ
」（
川
の
中
に
魚
が
お
り
、田
ん
ぼ
の
中
に
米
が
あ
る
）
が
あ
る
よ
う
に
シ
ャ

ム
の
豊
か
さ
に
魅
了
さ
れ
た
。
国
際
的
な
雰
囲
気
に
慣
れ
つ
つ
あ
る
長
政

は
、
最
初
か
ら
傭
兵
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
貿
易
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

貿
易
で
成
功
を
収
め
た
長
政
は
頭
領
に
誘
わ
れ
、
世
話
に
な
っ
た
シ
ャ

ム
の
た
め
に
傭
兵
と
し
て
も
貢
献
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
努
力
が
認
め
ら

れ
、
国
王
か
ら
い
た
だ
く
恩
賞
と
し
て
王
女
と
結
婚
し
た
。
恋
愛
対
象
で

な
い
、
断
る
こ
と
の
で
き
な
い
結
婚
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ム
に
深
く
馴
染
ん

だ
長
政
は
リ
ゴ
ー
ル
の
藩
主
に
な
り
人
情
を
見
せ
て
く
れ
た
。

５
．
結
び

　
日
本
人
作
家
・
遠
藤
周
作
と
タ
イ
人
の
女
性
作
家
・
コ
ー
ン
ク
ナ
ー

リ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
史
料
が
乏
し
い
中
で
、
江
戸
時
代
の
初
期
に

シ
ャ
ム
の
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
渡
来
し
た
山
田
長
政
を
中
心
に
、
自
ら
の
解

釈
と
捉
え
方
に
よ
り
中
編
の
歴
史
小
説
『
王
国
へ
の
道

―
山
田
長
政
』

と
『
オ
ー
ク
ヤ
ー
』
を
著
わ
し
た
。
出
身
国
が
違
う
両
作
家
は
、
限
ら
れ

て
い
る
情
報
を
生
か
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
価
値
観
と
推
測
を
導
入
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
二
作
で
目
立
っ
て
い
る
相
違
は
、
周
作
は
長

政
の
現
地
の
政
治
へ
の
絡
み
合
い
や
掛
け
引
き
、
宮
廷
内
の
王
位
継
承
を

め
ぐ
る
権
力
闘
争
に
よ
り
殺
害
さ
れ
る
こ
と
な
ど
政
治
生
活
を
多
く
描

い
た
の
に
対
し
、
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
政
治
よ
り
も
、
長
政
の
社
会
的

な
適
応
や
異
文
化
に
溶
け
込
み
具
合
や
シ
ャ
ム
の
王
に
対
す
る
人
情
を

強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
物
語
の
構
造
や
よ
り
細
か
く
内
容
を
見
る
と
、
当
然
違
う
様
子
が
見
ら

れ
る
。
周
作
は
、
日
本
史
上
に
実
在
し
た
ペ
ド
ロ
岐
部
を
登
場
さ
せ
、
つ

ま
り
、
も
う
一
人
の
登
場
人
物
を
長
政
と
対
比
さ
せ
た
。
二
人
の
価
値

観
と
人
生
の
目
標
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
話
が
進
ん
で
い
く
。
周
作

は
、
意
図
的
に
構
造
主
義
に
沿
い
、
こ
の
作
品
を
創
作
し
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
ま
た
周
作
は
、
長
政
が
日
本
の
戦
争
史
を
熟
知
し
て
お

り
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
で
そ
れ
を
生
か
し
、
能
力
を
発
揮
し
た
賢
い
日
本
人
で

あ
る
が
、
根
本
的
に
心
の
よ
い
人
間
な
が
ら
も
野
心
が
あ
る
た
め
、
利
益

を
得
、
か
つ
成
功
す
る
ま
で
し
た
た
か
な
行
動
も
取
っ
た
り
す
る
イ
メ
ー

ジ
も
描
い
た
。
長
政
は
最
終
的
に
成
功
し
た
が
、
以
前
自
分
も
関
与
し
て

い
た
事
件
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。

　
一
方
、
日
本
史
を
知
っ
て
い
る
タ
イ
人
の
コ
ー
ン
ク
ナ
ー
リ
ー
は
伝
記

小
説
な
り
に
一
直
線
で
長
政
の
人
生
を
描
い
た
。
ま
た
特
に
描
き
出
さ
れ

た
の
は
、
日
本
の
歴
史
社
会
、
タ
イ
の
習
慣
、
そ
し
て
比
較
的
に
史
料
が

多
く
残
っ
て
い
る
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
住
ん
で
い
た
日
本
人
に
関
す
る
全

体
の
生
活
で
あ
る
。
当
初
と
途
中
で
物
語
を
面
白
く
す
る
た
め
、
恋
愛
話

も
導
入
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
愛
は
長
政
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
叶
わ
な

か
っ
た
が
、
長
政
は
死
ん
で
も
愛
は
死
な
な
い
と
、
作
者
は
そ
れ
を
示
す
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

い
の
は
「
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
」
に
な
る
。
タ
イ
語
の
古
都
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
は
、
実
際
に
イ

ン
ド
に
あ
る
古
都
の
名
前
で
も
あ
り
、
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
に
登
場
す
る
ラ
ー
マ
王
子
の
故

郷
で
も
知
ら
れ
て
い
る
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー（
英
：Ayodhya

）に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
、

無
敵
を
意
味
す
る
。
本
稿
で
は
本
の
タ
イ
ト
ル
と
引
用
以
外
、「อยุธยา

」（Ayutthaya

）

の
こ
と
を
「
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
」
と
表
記
す
る
。

4
　
こ
の
三
書
以
外
、
江
戸
時
代
に
は
山
田
長
政
伝
説
が
多
数
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
後

に
大
き
な
影
響
与
え
る
書
籍
は
、
一
七
九
四
年
に
現
出
し
た
、
著
者
不
明
『
山
田
仁
左

衛
門
渡
唐
録
』
で
あ
る[
土
屋 : 99]

。

5
　
公
文
書
『
チ
ョ
ッ
ト
マ
ー
イ
ヘ
ー
ト
・
ワ
ン
・
ワ
リ
ッ
ト
』
は
、
最
初
に
英
語
版

の
『The H

istorical A
ccount of the W

ar of Succession Follow
ing the D

eath of K
ing 

Pra Interajasia, 22nd K
ing of Ayuthian D

ynasty

』
か
ら
タ
イ
語
に
翻
訳
さ
れ
た
が
、

誤
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
、
ク
リ
ス
・
ベ
ー
カ
ー
ら
が
新
た
に
オ
ラ

ン
ダ
語
か
ら
英
語
に
翻
訳
し
、『Van V

liet’s Siam
』
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
。

　

6
　
山
田
長
政
に
つ
い
て
の
小
説
は
、
本
稿
が
本
題
に
す
る
遠
藤
周
作
の
『
王
国
へ
の

道
─
山
田
長
政
』（
一
九
八
四
）
以
外
で
も
他
に
あ
り
、
例
え
ば
、『
山
田
長
政
の
秘
宝

―
シ
ャ
ム
日
本
人
町
の
超
人
』（
一
九
八
七
）
や
『
山
田
長
政
の
密
書
』（
二
〇
〇
〇
）

や
『
海
外
雄
飛
の
夢
を
紡
ぐ

―
山
田
長
政
少
年
時
代
』（
二
〇
一
三
）
な
ど
が
あ
る
。

7
　
春
日
野
八
千
代
が
山
田
長
政
の
役
を
演
じ
る
宝
塚
歌
劇
団
の
『
メ
ナ
ム
に
赤
い
花

が
散
る
』
は
一
九
六
八
年
と
一
九
六
九
年
に
公
演
さ
れ
た
。

8
　
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
『
サ
ー
ム
ー
ラ
イ
・
ア
ヨ
ー
タ
ヤ
ー
』（
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
侍
）

は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
に
公
開
さ
れ
た
。
タ
イ
で
活
躍
し
て
い
る
日
本
人
の
俳
優
・
モ

デ
ル
、
大
関
正
義
が
山
田
長
政
の
役
を
演
じ
る
。
映
画
の
設
定
は
ナ
レ
ー
ス
ワ
ン
王
の

時
代
（
在
位
：
一
五
〇
九
─
一
六
〇
五
）
に
、
長
政
は
す
で
に
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
い
た

こ
と
か
ら
、
か
な
り
歴
史
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の

映
画
が
公
開
さ
れ
た
時
期
は
、
タ
イ
の
広
範
囲
で
大
洪
水
が
起
き
た
時
期
と
重
な
っ
た

た
め
、
興
行
収
益
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

9
　
ブ
ッ
サ
バ
ー
・
バ
ン
チ
ョ
ン
マ
ニ
ー
の
タ
イ
語
訳
が
二
〇
〇
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

10
　
何
代
目
の
国
王
に
な
る
の
か
は
タ
イ
の
歴
史
に
対
す
る
見
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
。

ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
王
朝
の
初
期
に
、
ラ
ー
メ
ス
ァ
ン
王
が
二
度
在
位
（
一
三
六
九
年
─

一
三
七
〇
年
、
一
三
八
八
年
─
一
三
九
五
年
）
し
た
こ
と
と
、
一
五
〇
〇
年
半
ば
ご
ろ
、

旧
王
の
妃
で
も
あ
り
次
の
王
の
母
親
で
も
あ
る
シ
ー
ス
ダ
ー
チ
ャ
ン
と
組
み
、
王
位
を

奪
っ
た
ウ
ォ
ー
ラ
ウ
ォ
ン
サ
ー
テ
ィ
ラ
ー
ト
王
が
い
た
が
、
タ
イ
の
歴
史
学
者
に
よ
っ

て
は
「
裏
切
り
者
」
と
見
な
さ
れ
国
王
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ソ
ン
タ
ム

王
の
順
番
は
見
方
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
。

11
　
ラ
ッ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
王
朝
（
バ
ン
コ
ク
）
に
な
り
、
タ
イ
の
王
室
典
範
が

一
九
二
四
年
に
初
め
て
制
定
さ
れ
た
。

12
　
チ
ャ
ン
ウ
ィ
ッ
ト
氏
は
史
料
に
基
づ
き
、
次
の
通
り
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
に
あ
っ
た
日

本
人
町
の
頭
領
の
名
前
を
ま
と
め
た
。
オ
ー
ク
プ
ラ
純
廣
（
一
六
〇
九
─
一
六
一
二
）、

城
井
久
右
衛
門
（
一
六
一
六
─
一
六
二
〇
）、
山
田
長
政
（
一
六
二
〇
─
一
六
三
〇
）、

糸
屋
太
右
衛
門
と
寺
松
広
助
（
一
六
三
三
─
一
六
四
二
）、
木
村
半
左
衛
門
と
ア
ン
ト
ニ

イ
・
善
右
衛
門
（
一
六
四
二
─
？
）[

チ
ャ
ー
ン
ウ
ィ
ッ
ト: 156]

。

13
　
遠
藤
周
作
は
は
じ
め
て
バ
ン
コ
ク
へ
行
っ
た
の
は
昭
和
四
十
年
代
の
は
じ
め
で
あ

り
、
そ
の
際
ア
ユ
ッ
タ
ヤ
ー
の
近
郊
に
あ
る
日
本
人
町
跡
に
も
訪
れ
た
。

14
　
実
在
し
て
い
た
シ
ー
ス
パ
ン
内
新
王
殿
下
・
ク
ロ
ン
マ
ル
ア
ー
ン
・
ヨ
ー
タ
ー

テ
ィ
ッ
プ
は
、
一
六
三
六
年
に
生
ま
れ
、
一
七
〇
六
年
に
没
し
た
。
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我
が
国
で
は
、
近
年
マ
ス
コ
ミ
に
お
い
て
も
京
劇
を
中
心
と
す
る
伝
統

地
方
劇
に
関
す
る
ト
ピ
ッ
ク
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
数
年

前
に
は
、
日
本
歌
舞
伎
界
の
著
名
な
役
者
が
、
古
典
劇
中
で
も
最
高
度
の

表
現
技
術
が
要
求
さ
れ
る
崑
曲
の
傑
作
に
敢
え
て
挑
戦
し
、
こ
れ
が
本
国

の
演
劇
界
で
も
大
き
な
話
題
に
な
り
、
漸
く
こ
の
分
野
に
対
す
る
関
心
が

高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
関
心
は
、
ユ
ネ
ス

コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
上
記
二
劇
や
、
南
方
系
演
劇

で
現
在
最
も
人
気
を
博
し
て
い
る
越
劇
な
ど
に
偏
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伝

統
地
方
劇
の
祖
と
も
言
う
べ
き
崑

曲
が
す
で
に
六
百
年
に
及
ぶ
歴
史

を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
国

古
典
劇
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
る

京
劇
は
、
現
行
の
上
演
様
式
の
原

型
が
固
ま
っ
て
か
ら
二
百
年
足
ら

ず
、
越
劇
に
至
っ
て
は
僅
か
百
年

ほ
ど
し
か
経
っ
て
い
な
い
〝
若
い
〟

演
劇
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
以
外
に
、

今
日
保
存
さ
れ
て
い
る
伝
統
地
方

劇
は
、
上
演
可
能
な
形
で
保
存
さ

中
国
伝
統
地
方
劇
の
諸
相
―
京
劇
・
崑
曲
・
越
劇
…
古
典
演
劇
の
昔
と
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
島
郁
夫

れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
全
国
で
約
三
百
種
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の

ほ
と
ん
ど
は
頗
る
認
知
度
が
低
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

　
現
行
の
伝
統
地
方
劇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
話
を
始
め
る
前
に
、
や
や

煩
雑
に
は
な
る
が
中
国
の
古
典
演
劇
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

中
国
演
劇
の
起
源
を
遡
る
と
、
先
秦
時
代
か
ら
唐
代
ま
で
は
断
片
的
な

史
料
が
残
さ
れ
る
の
み
で
、
本
格
的
な
演
劇
が
始
ま
る
の
は
市
場
経
済
の

発
達
と
人
口
集
中
が
顕
著
に
な
っ
た
宋
代
か
ら
で
あ
る
。
宋
代
の
各
都
市

に
は
多
く
の
演
芸
場
が
出
現
し
て
多
様
な
民
間
芸
能
が
演
じ
ら
れ
た
が
、

当
時
の
街
の
様
子
を
記
し
た
文
献
に
は
、
他
の
伎
芸
と
並
ん
で
「
劇
」
や

「
戯
」
の
文
字
を
含
む
何
種
か
の
演
芸
の
名
が
見
え
、
商
業
的
な
芝
居
の

興
行
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。人
間
の
俳
優
が
演
じ
た
雑
劇（
後

の
元
雑
劇
と
は
別
物
）
は
単
純
な
滑
稽
劇
で
、
演
劇
と
し
て
は
未
熟
な
も

の
だ
っ
た
が
、
傀
儡
戯
（
人
形
劇
）
は
種
類
が
多
く
、
懸
絲
傀
儡
（
糸
操

り
人
形
劇
）・
枕
頭
傀
儡
（
棒
使
い
人
形
劇
）・
走
線
傀
儡
（
空
中
操
作
の
糸

操
り
人
形
劇
）・
薬
発
傀
儡
（
花
火
つ
き
人
形
劇
）・
水
傀
儡
（
水
上
人
形
劇
）・

肉
傀
儡
等
と
細
か
く
分
類
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
人
気
を
博
し
た
出
し

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。（
因
み
に
、
糸
や
棒
で
操
作
す
る
人
形
劇

は
今
日
大
陸
福
建
省
や
広
東
省
、
台
湾
等
で
伝
統
芸
能
と
し
て
保
存
さ
れ
る
ほ

蘇州の名勝留園内での崑曲実演の様子
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か
、
水
上
人
形
劇
は
中
国
で
は
滅
び
た
も
の
の
、
本
国
か
ら
伝
わ
っ
た
後
独
自

の
進
化
を
遂
げ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
ロ
イ
・
ヌ
オ
ッ
ク
劇
が
、
今
日
ベ
ト
ナ

ム
の
代
表
的
な
民
間
芸
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
）。
た
だ
し
、

宋
代
の
演
劇
に
つ
い
て
は
脚
本
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
実

際
の
上
演
形
態
は
よ
く
判
ら
な
い
。

中
国
の
演
劇
界
が
劇
的
な
発
展
を
遂
げ
た
の
は
、
元
王
朝
帝
国
の
成
立

以
降
で
あ
る
。
こ
の
北
方
異
民
族
支
配
の
王
朝
は
漢
族
の
芸
術
文
化
に
も

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
が
、
演
劇
に
お
い
て
は
、
北
方
系
音
楽
の
圧

倒
的
な
優
勢
の
確
立
が
歌
曲
の
韻
律
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
従
来

複
雑
な
平
仄
の
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ
て
い
た
曲
韻
の
規
格
は
緩
和
さ
れ
、
語

彙
選
択
の
幅
が
格
段
に
広
が
っ
た
た
め
、
演
劇
の
歌
詞
は
以
前
に
比
べ
遥

か
に
自
由
闊
達
な
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
時
あ
た
か
も
、
蒙

古
族
の
抑
圧
下
で
漢
族
の
読
書
人
は
官
途
の
望
み
を
絶
た
れ
、
自
ら
の

本
領
で
あ
る
「
文
」
の
素
養
を
劇
作
に
注
ぐ
者
が
次
々
に
現
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
中
国
の
演
劇
界
は
空
前
の
活
況
を
呈
し
、
中
国
演

劇
史
上
初
の
本
格
的
な
舞
台
芸
術
が
出
現
し
た
。
今
日
、
元
朝
期
を
代
表

す
る
と
さ
れ
る
文
学
…
元
雑
劇
の
誕
生
で
あ
る
。

元
雑
劇
と
明
の
南
戯

元
雑
劇
は
、
極
め
て
明
確
な
形
式
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
原

則
と
し
て
一
劇
は
四
幕
構
成
、
唱
（
う
た
）
と
白
（
せ
り
ふ
）
が
交
互
に

組
み
合
わ
さ
れ
、
劇
中
で
歌
う
の
は
全
幕
を
通
し
て
主
役
の
み
で
（
一
人

独
唱
）、
唱
の
部
分
は
幕
ご
と
に
北
方
系
音
楽
（
北
曲
）
の
九
つ
の
宮
調
の

い
ず
れ
か
一
つ
に
属
す
る
歌
で
統
一
さ
れ
る
。
歌
詞
は
文
語
・
口
語
が
混

淆
し
た
独
特
の
韻
文
で
、
曲
ご
と
に
句
数
や
一
句
の
字
数
に
規
格
は
あ
る

が
、
規
格
外
の
字
あ
ま
り
も
大
幅
に
許
さ
れ
た
た
め
、
従
前
に
比
べ
て
長

短
の
変
化
が
大
き
く
、
躍
動
感
に
溢
れ
た
文
体
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
、
歌
い
手
が
感
情
を
自
在
に
表
現
で
き
る
歌
曲
を
得
た
元
雑
劇
は
、
配

役
の
構
成
や
演
目
の
内
容
面
で
も
め
ざ
ま
し
い
進
化
を
遂
げ
た
。
舞
台
に

立
つ
役
者
は
、
主
役
以
外
に
悪
役
（
浄
）・
道
化
役
（
丑
）・
脇
役
（
外
）・

毒
婦
役
（
搽
）
な
ど
役
柄
が
分
化
し
、
各
々
固
定
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が

与
え
ら
れ
た
。
内
容
面
で
は
、
参
軍
戯
以
来
の
滑
稽
劇
か
ら
脱
し
、
歴
史
・

恋
愛
・
裁
判
な
ど
多
様
で
豊
富
な
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
ば
か
り
で

な
く
、
劇
全
体
の
筋
立
て
が
論
理
的
に
構
成
さ
れ
、
明
確
な
ス
ト
ー
リ
ー

性
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
日
、
元
雑
劇
の
作
品
は
、
現
存
す
る
唯
一
の
元
代
刊
行
の
テ
キ
ス
ト

『
元
刊
雑
劇
三
十
種
』
を
筆
頭
に
、
臧
懋
循
編
『
元
曲
選
百
種
』
を
代
表

と
す
る
明
人
の
収
集
家
の
手
で
上
梓
さ
れ
た
数
種
類
の
選
集
の
中
に
相

当
数
収
め
ら
れ
る
。
冤
罪
に
よ
り
処
刑
さ
れ
た
若
後
家
の
怨
恨
を
綴
っ
た

「
竇
娥
冤
」、
匈
奴
の
王
に
嫁
い
だ
傾
城
の
美
女
へ
の
思
い
を
描
い
た
「
漢

宮
秋
」、
五
段
二
十
幕
と
い
う
異
例
の
長
編
恋
愛
劇
「
西
廂
記
」
な
ど
は
、

生
き
生
き
と
し
た

口
語
と
典
雅
な
文

言
が
調
和
し
た
傑

作
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
名
作
を
生
ん
だ

関
漢
卿
、
馬
致
遠
、

王
実
甫
な
ど
の
著

名
な
劇
作
家
は
ほ

と
ん
ど
元
朝
前
期

『 元 曲 選 』 百 種「 漢 宮 秋 」 挿 図
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に
集
中
し
て
お
り
、
後
期
に
な
る
と
曲
辞
の
彫
琢
に
拘
泥
す
る
風
潮
が
広

ま
り
、
演
劇
と
し
て
の
中
身
に
乏
し
い
陳
腐
な
模
倣
作
が
増
え
て
、
本
来

の
清
新
な
味
わ
い
が
急
激
に
失
わ
れ
て
ゆ
く
。

素
朴
な
民
間
芸
能
か
ら
本
格
的
な
舞
台
芸
術
へ
の
脱
皮
を
果
た
し
た
元

雑
劇
で
あ
る
が
、
明
代
に
な
る
と
北
方
系
音
楽
は
急
激
に
衰
退
し
、
南
方

系
音
楽
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
ま
た
、
元
雑
劇
は
曲
の
旋
律
を

記
し
た
楽
譜
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
で
は
メ
ロ
デ
ィ
復

元
の
手
段
が
な
く
、
当
時
の
上
演
を
舞
台
上
で
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

　
な
お
、
北
方
系
の
演
劇
が
中
国
を
席
巻
し
た
元
朝
に
お
い
て
も
、
江
南

地
方
に
は
独
自
の
演
劇
が
残
っ
て
お
り
（
戯
文
）、
そ
の
脚
本
の
一
部
が

明
代
の
類
書
の
収
め
ら
れ
る
（『
永
楽
大
典
戯
文
』）。
こ
れ
ら
は
素
朴
な
土

着
演
劇
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
が
、
元
期
後
半
に
戯
曲
創
作
の
拠
点
が
南

方
に
移
る
と
、
高
度
に
発
達
し
た
北
方
雑
劇
の
影
響
を
受
け
た
戯
文
が
新

た
な
演
劇
へ
と
変
貌
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
元
末
に
温
州
の
文
人
高
明
が

名
作
『
琵
琶
記
』
を
著
す
に
至
っ
て
、
演
劇
界
に
お
け
る
北
方
系
か
ら
南

方
系
へ
の
流
れ
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

漢
民
族
の
明
王
朝
の
復
活
は
、
一
般
に
「
南
戯
」
と
総
称
さ
れ
る
南
方

系
演
劇
隆
盛
の
流
れ
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
南
戯
の
創
作
は
明
中
期

以
降
に
本
格
化
す
る
が
、
形
式
的
に
は
『
琵
琶
記
』
の
頃
か
ら
従
前
の
雑

劇
と
全
く
異
な
る
特
徴
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
一
劇
四
幕
と
い
う
幕
数
の
制

限
が
破
ら
れ
、
一
劇
が
数
十
幕
に
達
す
る
長
編
も
現
れ
た
。
歌
曲
は
当
然

南
方
系
音
楽
（
南
曲
）
を
用
い
、
一
幕
一
曲
調
、
一
人
独
唱
の
原
則
は
廃

さ
れ
、
通
常
は
複
数
の
俳
優
が
歌
い
、
時
に
は
合
唱
も
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
旧
来
の
様
々
な
形
式
的
制
約
が
打
破
さ
れ
た
南
戯
は
、

そ
の
創
作
が
当
初
か
ら
伝
統
的
な
文
人
作
家
の
手
で
担
わ
れ
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
題
材
や
作
劇
法
が
元
雑
劇
と
は
明
確
な
違
い
を
見
せ
る
。
第
一

に
、
長
編
の
脚
は
単
純
明
快
を
本
領
と
し
た
雑
劇
よ
り
物
語
の
筋
立
て
が

格
段
に
複
雑
に
な
り
、
伏
線
・
ど
ん
で
ん
返
し
と
い
っ
た
手
法
を
多
用
し

て
紆
余
曲
折
に
富
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
波
乱
万
丈
の
展
開
を
持
ち
味
と
す
る
歴
史
物

語
や
纏
綿
た
る
心
情
を
歌
い
上
げ
る
恋
愛
譚
に
最
も
適
し
て
お
り
、
こ
の

二
つ
が
南
戯
の
主
要
な
題
材
と
な
っ
た
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ

う
。一

方
、
歌
劇
の
命
で
あ
る
唱
の
部
分
は
、
曲
辞
が
素
朴
な
口
語
調
が
後

退
し
、
時
間
の
経
過
と
共
に
修
辞
的
で
文
語
色
の
強
い
華
美
な
も
の
に

な
っ
て
ゆ
く
。
明
中
後
期
の
嘉
靖
・
万
暦
年
間
に
は
李
開
先
、
王
世
貞
、

湯
顕
祖
な
ど
の
高
名
な
劇
作
家
が
輩
出
し
た
が
、
当
時
一
流
の
詩
人
で
も

あ
っ
た
彼
ら
が
曲
辞
の
洗
練
・
彫
琢
に
特
に
意
を
注
い
だ
の
は
当
然
で
あ

り
、
時
に
は
歌
詞
が
歌
唱
困
難
に
な
る
場
合
す
ら
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
戯

曲
の
脚
本
が
、
必
ず
し
も
上
演
を
前
提
と
し
な
い
「
読
む
」
演
劇
…
レ
ー

ゼ
ド
ラ
マ
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
こ
う
し

た
演
劇
の
文
字
芸
術
へ
の
傾
き
は
、
次
の
清
朝
中
期
ま
で
引
き
継
が
れ
る

こ
と
に
な
る
。

崑
曲
の
成
立

　
南
戯
の
音
楽
は
、
実
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
地
方
に
よ
っ
て

様
々
な
流
儀
が
あ
る
。
宋
元
時
代
に
発
祥
地
の
浙
江
省
温
州
か
ら
出
た
南

戯
は
、
元
末
明
初
か
ら
南
方
一
帯
に
広
が
り
は
じ
め
、
各
地
固
有
の
音
楽
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に
乗
せ
て
歌
う
形
が
定
着
し
た
。
こ
れ
を
「
腔
」
と
呼
び
、
各
地
方
の
名

を
冠
し
て
「
○
○
腔
」
と
称
す
る
。
ど
の
「
腔
」
も
南
戯
の
基
本
形
は
同

じ
で
あ
る
が
、
微
妙
な
節
回
し
の
違
い
に
よ
っ
て
観
客
の
反
応
に
も
大
き

な
相
当
の
開
き
が
あ
る
の
で
、
自
分
た
ち
の
歌
う
「
腔
」
が
観
衆
の
心
を

つ
か
め
る
か
ど
う
か
は
劇
団
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ
る
。
明
初
に
は

浙
江
省
北
部
の
余
姚
腔
・
海
塩
腔
と
江
西
省
の
弋
陽
腔
が
人
気
を
競
っ
た

が
、
い
ず
れ
も
他
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
優
位
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
中

期
の
嘉
靖
年
間
に
な
る
と
、
江
蘇
省
崑
山
の
魏
良
甫
が
流
麗
甘
美
な
崑
山

腔
を
作
り
出
し
、
同
郷
の
梁
辰
魚
が
崑
山
腔
で
名
作
『
浣
紗
記
』
を
著
す

に
及
ん
で
、
崑
山
腔
に
よ
る
南
戯
「
崑
曲
」
は
た
ち
ま
ち
大
人
気
を
博
し

た
。
王
朝
が
名
実
共
に
爛
熟
期
を
迎
え
た
万
暦
年
間
に
は
、
耽
美
主
義
的

な
風
潮
と
も
相
俟
っ
て
、
崑
曲
は
江
南
一
帯
の
み
な
ら
ず
首
都
北
京
な
ど

で
も
圧
倒
的
な
支
持
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

王
朝
が
明
か
ら
清
に
移
っ
た
後
も
、
崑
曲
は
演
劇
界
に
君
臨
し
続
け
、

康
煕
年
間
に
洪
昇
『
長
生
殿
』
と
孔
尚
任
『
桃
花
扇
』
と
い
う
、
南
戯

の
粋
を
集
め
た
歴
史
劇
の
二
大
傑
作
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
作

以
降
、
南
戯
は
ひ
た
す
ら
歌
詞
の
洗
練
に
傾
き
、
内
容
も
陳
腐
な
才
子
佳

人
物
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
題
材
的
に
も
手
法
的
に
も
完
全
に

行
き
詰
ま
っ
た
。
も
と
も
と
読
書
人
層
を
担
い
手
と
し
て
発
生
し
た
南
戯

が
、
技
巧
的
に
頂
点
を
極
め
た
後
に
マ
ン
ネ
リ
に
陥
る
こ
と
は
言
わ
ば
必

然
の
道
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
当
然
な
が
ら
、
南
戯
作
品
は
文
人
作

者
の
自
己
満
足
に
終
始
し
、
広
範
な
民
衆
の
支
持
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

な
っ
た
。

地
方
劇
の
発
展
と
現
代
社
会

も
っ
と
も
、
演
劇
の
人
気
は
翳
り
を
見
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
後
も
高

ま
る
一
方
だ
っ
た
。
崑
曲
を
中
心
と
す
る
南
戯
が
大
衆
の
支
持
を
失
っ
た

の
に
代
っ
て
急
速
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
の
は
、
全
国
各
地
で
地
元
の
音
楽

と
言
葉
を
基
調
と
し
て
発
達
し
た
独
自
の
地
方
演
劇
で
あ
る
。
そ
の
人
気

は
、
清
代
中
期
に
全
国
で
す
で
に
数
百
種
の
腔
（〝
高
腔
〟〝
秦
腔
〟〝
二
簧

腔
〟〝
西
皮
腔
〟
等
）
や
乱
弾
（〝
紹
興
乱
弾
〟〝
金
華
乱
弾
〟
等
）
と
呼
ば
れ

る
地
方
戯
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
。
こ
れ
ら
の
新
興
演
劇
は
、
地

域
に
密
着
し
た
小
規
模
の
私
設
劇
団
が
活
動
の
主
体
と
な
り
、
南
戯
の
題

材
の
改
編
や
地
方
特
有
の
伝
説
・
逸
話
の
脚
本
化
に
よ
っ
て
演
目
を
用
意

し
、
崑
曲
に
倦
ん
だ
観
客
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。

中
国
の
地
方
戯
は
、
劇
種
の
多
く
が
川
劇
、
晋
劇
、
粤
劇
な
ど
同
地
の

古
名
を
冠
し
た
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本

来
地
方
限
定
型
芸
能
の
色
彩
が
非
常
に
強
い
。
芝
居
は
地
元
の
方
言
で
演

じ
ら
れ
る
た
め
他
郷
人
に
は
理
解
そ
の
も
の
が
困
難
で
、
上
演
の
対
象
と

な
る
地
域
は
極
め
て
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
る
。
同
一
演
目
の
上
演
が
繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
劇
団
は
地
元
民
の
支
持
を
保
つ
た
め
常
に
新
た

な
出
し
物
を
用
意
し
て
目
先
を
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

地
方
劇
の
作
家
た
ち
は
、
日
頃
か
ら
他
劇
の
動
向
・
評
判
を
気
に
配
り
、

題
材
・
技
巧
の
両
面
で
長
所
を
取
り
込
み
つ
つ
劇
の
質
的
向
上
を
図
る
の

で
、
し
ば
し
ば
異
な
る
地
方
劇
同
士
が
相
互
に
影
響
し
あ
い
新
た
な
劇
へ

と
発
展
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
典
型
が
京
劇
で
、
清
中
期
に
首
都
北
京

へ
進
出
を
果
た
し
て
脚
光
を
浴
び
た
徽
班
（
安
徽
省
の
劇
団
）
と
漢
劇
（
湖

北
省
の
地
方
劇
）
の
腔
が
融
合
し
て
今
日
の
主
要
な
曲
調
〝
皮
簧
腔
〟
が

形
成
さ
れ
、
清
王
室
の
特
段
の
庇
護
を
受
け
て
「
北
京
第
一
の
劇
」
の
座

を
不
動
の
も
の
に
し
た
。
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地
方
劇
が
隆
盛
を
極
め
た
清
末
か
ら
民
国
初
期
に
か
け
て
演
劇
界
は
百

花
繚
乱
の
様
相
を
呈
し
、
無
名
の
小
規
模
劇
団
が
台
頭
し
て
従
来
の
勢
力

図
を
塗
り
替
え
る
現
象
も
起
き
た
。
浙
江
省
紹
興
南
部
嵊
県
で
生
ま
れ
た

半
農
芸
人
に
よ
る
民
間
劇
「
小
歌
班
」
は
二
十
世
紀
初
頭
に
上
海
に
進
出

し
、
明
る
く
軽
快
な
音
楽
に
乗
っ
た
短
編
の
芝
居
は
、
上
海
市
民
の
嗜
好

に
合
致
し
て
大
成
功
を
収
め
た
。
そ
の
後
、「
小
歌
班
」は
男
女
混
成
の「
文

戯
」
時
代
を
経
て
女
優
の
み
に
よ
る
劇
へ
と
変
貌
、
現
在
は
「
越
劇
」
と

呼
ば
れ
、
南
方
で
は
京
劇
を
凌
ぐ
絶
大
な
支
持
を
獲
得
し
て
い
る
。

こ
の
二
劇
の
他
、
湖
北
省
・
安
徽
省
を
発
祥
地
と
す
る
「
黄
梅
戯
」
や
、

河
南
省
の
「
豫
劇
」、
あ
る
い
は
福
建
省
・
台
湾
で
の
支
持
が
厚
い
閩
南

語
劇
「
歌
仔
戯
」（
薌
劇
）
な
ど
は
と
り
わ
け
個
性
豊
か
な
古
典
劇
で
、

地
元
中
心
に
多
く
の
劇
団
が
活
動
を
続
け
、
今
な
お
根
強
い
人
気
を
保
っ

て
い
る
。
最
近
、
古
典
地
方
劇
の
映

像
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
Ｔ
Ｖ
等
を
通
じ
て
簡

単
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

愛
好
者
の
多
い
劇
ほ
ど
ソ
フ
ト
も
豊

富
で
、
地
元
地
方
劇
専
門
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
を
設
け
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
Ｔ
Ｖ

局
も
珍
し
く
な
い
。

伝
統
劇
は
、
六
十
〜
七
十
年
代
の

文
革
の
嵐
の
中
で
激
し
い
弾
圧
を
受

け
、
一
時
期
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

た
が
、
そ
の
後
は
息
を
吹
き
返
し
、

今
世
紀
初
め
に
制
定
さ
れ
た
非
物
質

文
化
遺
産
（
無
形
文
化
遺
産
）
法
で

民
間
文
学
、
伝
統
音
楽
、
舞
踏
な
ど

共
に
十
項
目
の
保
護
対

象
に
指
定
さ
れ
た
。
現

在
第
四
次
指
定
ま
で
で

百
六
十
以
上
の
劇
種
が

国
家
級
保
護
文
物
と
し

て
国
の
手
厚
い
保
護
を

受
け
、
全
国
各
地
で
古

典
地
方
劇
専
門
の
劇
団

が
活
動
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
劇
団
に
は
、
国

や
自
治
体
内
の
文
化

文
物
管
理
部
門
が
組

織
・
運
営
す
る
公
設
劇

団
と
、
自
主
採
算
で
活

動
す
る
私
設
劇
団
が
あ

る
。
前
者
は
公
的
な
文

化
事
業
の
一
環
と
し
て

無
形
文
化
の
保
護
育
成

を
目
的
に
設
置
さ
れ
る

も
の
で
、
概
ね
公
的
に

決
め
ら
れ
た
日
程
に
基

づ
い
て
公
演
活
動
を
行

な
う
。
劇
団
員
は
原
則

と
し
て
公
務
員
、
経
営

は
公
費
で
賄
わ
れ
、
自

治
体
に
よ
っ
て
は
専
用
劇
場
や
俳
優
養
成
所
な
ど
の
付
属
機
関
を
置
い 紹興市郷村部での私設劇団

による越劇上演の様子
温州市鹿城区仮設舞台での京劇上演の様子

福建省泉州梨園戯専用劇場
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て
い
る
。
私
設
劇
団
は
、
季
節
ご
と
の
恒
例
行
事
や
ス
ポ
ッ
ト
的
な
祝
儀

の
際
に
顧
客
の
注
文
に
応
じ
て
出
張
公
演
を
す
る
方
式
が
普
通
で
あ
る
。

規
模
は
十
数
人
か
ら
総
勢
百
人
を
超
え
る
公
設
劇
団
並
み
の
編
成
を
持

つ
も
の
ま
で
大
小
様
々
で
、
大
半
は
車
で
各
地
を
移
動
し
て
回
る
巡
業
公

演
で
あ
る
。
芝
居
の
上
演
場
所
は
大
劇
場
は
ま
れ
で
、
大
体
は
郷
村
部
の

神
廟
や
私
宅
に
設
け
ら
れ
る
固
定
舞
台
、
あ
る
い
は
臨
時
に
設
置
す
る
仮

設
舞
台
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
現
地
調
査
の
際
は
浙
江
省
紹
興
市
と
温

州
市
、
福
建
省
厦
門
市
の
三
箇
所
で
私
設
劇
団
の
実
演
を
見
た
が
、
温
州

市
の
劇
団
は
年
に
二
百
回
以
上
も
公
演
が
あ
る
人
気
劇
団
で
、
自
前
の
仮

設
舞
台
や
電
光
板
を
車
に
積
ん
で
百
名
を
超
え
る
団
員
が
毎
日
の
よ
う

に
移
動
す
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
一
方
、
紹
興
市
で
は
俳
優
・
楽
隊
合

わ
せ
て
団
員
十
人
と
い
う
一
座
が
、
村
の
土
地
神
廟
で
越
劇
を
演
じ
る
場

面
に
も
遭
遇
し
、
最
も
原
初
的
な
地
方
劇
上
演
の
映
像
を
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
地
方
劇
は
国
家
的
な
文
化
保
護
政
策
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
来
の
大
衆
芸
能
と
し
て
の
意
義
を
保
て
る
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
展
望
が
明
る
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え

ば
、
福
建
省
泉
州
の
梨
園
戯
は
明
中
期
以
来
約
六
百
年
の
歴
史
を
有
す
る

伝
統
劇
で
、
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
を
髣
髴
と
さ
せ
る
役
者
の
動
作
に
際
立
っ
た

特
徴
が
あ
り
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
は
極
め
て
高
い
。
し
か
し
、
歌
唱
・

台
詞
と
も
古
め
か
し
い
閩
南
語
で
、
動
員
で
き
る
観
客
数
は
ご
く
少
数
で

あ
る
た
め
、
現
在
公
演
を
実
施
し
て
い
る
の
は
公
設
の
一
劇
団
の
み
と
い

う
状
況
で
あ
る
。
梨
園
戯
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
様
に
公
的
な
保
護

政
策
な
し
に
は
保
存
は
不
可
能
と
い
う
伝
統
劇
は
少
な
く
な
い
。

要
す
る
に
、
最
大
の
問
題
は
愛
好
者
の
高
年
齢
化
と
減
少
で
あ
る
。
特

に
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
め
ざ
ま
し
い
技
術
革
新
に
よ
っ
て
無
数
の

視
聴
覚
娯
楽
が
世
に
溢
れ
、
こ
れ
が
大
多
数
の
若
者
の
支
持
を
集
め
る
一

方
、
古
色
蒼
然
た
る
伝
統
地
方
劇
に
対
す
る
若
年
層
の
興
味
は
確
実
に
低

下
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
で
も
類
似
し
た
状
況
は
あ
る
が
、
多
種
多
様
の
伝

統
文
化
を
有
す
る
中
国
で
は
、
そ
の
存
続
と
保
護
を
担
う
関
係
者
に
と
っ

て
は
頭
の
痛
い
問
題
で
あ
る
。

中
国
の
若
者
の
古
典
演
劇
離
れ
の
原
因
は
、
Ｔ
Ｖ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
の
新
メ
デ
ィ
ア
の
介
し
た
娯
楽
の
普
及
ば
か
り
で
は
な
い
。
前
述
の
よ

う
に
、
地
方
劇
は
特
定
地
域
の
民
謡
の
旋
律
に
上
に
歌
詞
や
台
詞
を
の
せ

て
演
じ
ら
れ
る
。
も
と
も
と
演
劇
の
歌
や
言
い
回
し
は
非
常
に
特
殊
で
、

理
解
に
は
相
応
の
知
識
と
経
験
を
要
す
る
た
め
、
若
者
に
は
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
。
加
え
て
、
近
年
全
国
的
な
普
通
話
（
標
準
語
）
の
普
及
に
よ
る
方

言
勢
力
の
後
退
が
進
み
、
方
言
語
彙
を
多
用
す
る
地
方
劇
の
内
容
を
理
解

す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
る
状
況
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
最
近
は
伝
統
地
方
劇
公
演
の
際
、
舞
台
横
に
電
光
掲
示
板
を
設

置
し
、
歌
詞
や
台
詞
を
文
字
で
表
示
す
る
方
式
が
一
般
化
し
て
い
る
。
ま

た
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
Ｔ
Ｖ
放
映
用
に
制
作
さ
れ
る
場
合
は
、
歌
の
部
分
の
み
は

標
準
語
に
替
え
て
演
じ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
本
来
の
伝
統
劇
の
姿
を

壊
す
こ
と
に
も
な
る
の
だ
が
、
現
状
で
は
や
む
を
得
な
い
と
言
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

終
わ
り
に

中
国
に
お
い
て
名
実
共
に
無
形
文
化
財
の
王
座
を
占
め
る
古
典
伝
統
地

方
劇
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
急
速
に
進
む
欧
化
の
流
れ
に
押
さ
れ
一
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様
に
退
潮
傾
向
に
あ
る
伝
統
民
間
芸
能
の
中
に
あ
っ
て
極
め
て
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
近
世
以
降
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
演

劇
は
中
国
人
、
殊
に
文
字
文
化
へ
の
接
近
が
困
難
で
あ
っ
た
一
般
庶
民
に

と
っ
て
、
最
も
普
遍
的
な
娯
楽
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
演
劇
は
彼
ら
が

暮
ら
す
地
域
に
根
を
張
る
種
々
の
社
会
制
度
や
規
範
…
信
仰
・
宗
族
・
職

業
等
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
人
々
が
日
常
生
活
の
中
で
感
得
す
る

様
々
な
感
情
・
精
神
は
、
演
劇
を
通
し
て
最
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ

続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
如
実
に
反
映
す
る
の
が
、
今
日
な
お
全
国
各

地
に
数
多
く
残
さ
れ
る
伝
統
古
典
演
劇
用
の
舞
台
、
い
わ
ゆ
る
「
古
戯

台
」
で
あ
る
。
古
戯
台
は
、
都
市
部
・
郷
村
部
を
問
わ
ず
、
中
国
の
至
る

所
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
宗
祠
（
父
系
家

族
の
先
祖
を
祀
る
祠
）・
神
廟
（
土
地
神
・
氏
神
を
主
神
と
す
る
道
廟
）・
市
場
・

会
館
（
同
郷
人
会
）
と
い
っ
た
場
所
に
設
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
演
劇
は

地
域
社
会
に
根
ざ
す
大
小
様
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
活
動
の
中
心

で
あ
っ
て
、
芝
居
の
上
演
場
所
は
そ
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

近
年
、
伝
統
地
方
劇
上
演
の
中
心
は
都
市
部
の
近
代
的
設
備
を
持
つ
劇

場
に
移
り
、
商
業
的
な
公
演
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て

き
た
。
そ
の
一
方
、
昔
な
が
ら
の
古
戯
台
で
の
演
劇
上
演
は
、
季
節
ご
と

の
節
句
や
主
神
の
生
誕
祭
な
ど
に
お
い
て
伝
統
行
事
の
一
環
と
し
て
行

な
わ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
古
戯
台
は
上

演
用
の
舞
台
と
い
う
本
来
の
機
能
を
失
い
、
次
第
に
観
光
用
風
物
と
し
て

の
性
格
を
強
め
つ
つ
あ
る
。
次
世
代
に
続
く
愛
好
者
の
確
保
と
、
俳
優
を

含
め
た
劇
団
の
経
済
的
基
盤
の
確
立
は
古
典
演
劇
の
保
存
に
と
っ
て
第

一
の
命
題
で
、
そ
の
意
味
で
伝
統
地
方
劇
の
興
業
化
は
必
然
の
趨
勢
と
言

え
よ
う
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
最
近
上
海
や
蘇
州
等
の
長
江
下
流
一

帯
の
大
都
市
で
、
道
観
や
城
隍
廟
の
よ
う
な
宗
教
活
動
の
場
の
他
に
、
商

業
地
の
繁
華
街
や
急
速
に
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
す
る
郊
外
開
発
区
の
集
合

住
宅
の
よ
う
な
場
所
に
も
、
新
た
に
伝
統
様
式
を
模
倣
し
た
野
外
舞
台
が

次
々
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
模
倣
舞
台
が
伝
統
劇

の
実
演
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
恐
ら
く
稀
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ

は
、
中
国
人
に
と
っ
て
演
劇
用
の
舞
台
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
る
種
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
を
保
ち
続
け
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
彼
ら
の

潜
在
意
識
の
中
に
は
、
最
も
身
近
な
文
化
的
表
現
手
段
と
し
て
、
ま
た
、

地
域
社
会
の
結
束
を
確
か
め
る
方
法
と
し
て
の
演
劇
の
存
在
が
あ
る
の

で
あ
る
。

上海市城隍廟脇の模倣古戯台

蘇州千灯鎮広場の新設舞台
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の
最
下
層
シ
ュ
ー
ド
ラ
た
ち
は
、
い
ず
れ
に
も
与
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
彼
ら
の
た
め
に
第
五
の
ヴ
ェ
ー
ダ
と
し
て
聖
典
の
意
義
を
備
え
、
芸

術
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
イ
テ
ィ
ハ
ー
サ
（itihāsa,

〝
実
に
か
く
の
ご
と

く
あ
っ
た
〟
と
い
う
原
義
、
の
ち
「
歴
史
」
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が
、

こ
こ
で
は
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
等
の
叙
事
詩
に
述
べ
ら
れ
た
伝
承
）
を
と
も

な
う
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
（nāṭya,

演
劇
）
が
創
始
さ
れ
た
［
船
津1996

：111

、

赤
松
：98-99

］
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
第
五
の
ヴ
ェ
ー
ダ
と
し
て
、
演
劇
と
併
存
す
る
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
二
大
叙
事
詩
に
は
、「
役
者
」
を
含
意
す
る
ナ
タ
（naṭa

）
1

が
歌
を

う
た
う
描
写
は
あ
れ
、
芝
居
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
シ
ー
ン
は
な
い
よ

う
で
［K

eith

：49

］、
史
実
と
し
て
、
い
つ
頃
か
ら
劇
が
上
演
さ
れ
て
い

た
か
明
確
で
は
な
い
。
紀
元
前
一
四
〇
年
頃
の
文
法
学
者
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ

（Patañjali

）
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
書
の
な
か
で
、
善
良
な
る
牧
童
ク

リ
シ
ュ
ナ
（K

ṛṣṇa

）
が
悪
王
カ
ン
サ
（K

aṃ
sa

）
を
調
伏
す
る
勧
善
懲
悪

の
劇
的
シ
ー
ン
の
描
写
法
と
し
て
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
、
絵
画
、
言
葉
の

み
、
の
三
者
を
挙
げ
る
も
の
の
、
演
劇
の
存
在
証
明
に
は
な
ら
な
い
よ
う

だ
2

。［R
ichm

ond

：31

］

　
歌
舞
音
曲
は
早
く
か
ら
神
聖
な
る
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
文
献
に
お
い
て
確

認
で
き
る
一
方
、
演
劇
の
起
こ
り
は
む
し
ろ
世
俗
か
ら
だ
と
い
う
見
方
も

イ
ン
ド
の
演
劇
─
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
と
は

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
野
善
文

Ⅰ
．
演
劇
の
始
ま
り

　
イ
ン
ド
に
お
け
る
演
劇
の
起
源
譚
は
、
予
想
に
違
わ
ず
、
実
に
宗
教
的

な
神
話
に
よ
っ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
、
荒
ん
だ
末
法
の
世
の
人
々
を
救

済
す
べ
く
思
案
を
め
ぐ
ら
し
た
祖
師
た
ち
が
鎌
倉
新
仏
教
を
編
み
出
し

た
が
、
イ
ン
ド
で
は
太
古
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
た
ち
の
時
間
の
サ
イ
ク
ル
が

何
巡
目
か
を
巡
っ
て
い
る
際
、
正
義
の
時
代
ク
リ
タ
・
ユ
ガ
（
ử
期
）
か

ら
正
義
の
四
半
分
が
失
わ
れ
る
ト
ゥ
レ
ー
タ
ー
・
ユ
ガ
に
至
っ
た
と
き
、

世
人
が
欲
望
に
塗
れ
て
い
る
の
を
見
た
神
々
か
ら
懇
願
さ
れ
た
造
物
主

が
演
劇
を
産
み
出
し
た
と
い
う
。［
船
津1996

：110

］

　
生
活
の
百
科
万
般
に
わ
た
っ
て
ハ
ウ
ト
ゥ
ー
を
規
定
す
る
指
南
書
類

が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
（
中
世
後
期
以
降
は
諸
地
方
語
で
も
）
創
作
さ
れ
た

イ
ン
ド
だ
が
、
演
劇
に
関
し
て
は
、
文
学
理
論
書
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
最
古
の
書
が
、
紀
元
前
二
〇
〇
年
か
ら
紀

元
後
六
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
、
厳
密
な
時
代
同
定
の

困
難
な
『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
（N

āṭya-śāstra

）（
演
劇
学
）』
で
、

こ
の
書
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
演
劇
の
神
話
的
起
源
譚
で
あ

る
。
祭
式
文
献
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
群

は
、
担
当
祭
官
ご
と
に
四
種
類
が
順
次
成
立
し
て
き
た
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
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あ
っ
た
［K

eith

：50

］。
ベ
ン
ガ
ル
地
方
に
長
く
伝
わ
る
民
衆
劇
ヤ
ー
ト

ラ
ー
（yātrā

）
と
の
関
係

3
を
考
慮
し
て
の
見
解
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ

れ
も
ク
リ
シ
ュ
ナ
信
仰
を
あ
つ
か
う
宗
教
的
な
芸
能
だ
。

　
二
十
世
紀
初
頭
中
央
ア
ジ
ア
・
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
か
ら
出
土
し
た
写
本
群

の
中
か
ら
断
片
が
発
見
さ
れ
た
。
三
篇
の
仏
教
戯
曲
の
う
ち
、
コ
ロ
フ
ォ

ン
部
が
残
っ
て
い
て
分
か
っ
た
一
つ
は
、
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
（kāvya

）
文
学

（
ử
洗
練
さ
れ
た
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
）
の
先
駆
者
で
も
あ
る
仏
教
詩

人
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（A

śvaghoṣa, A
D

100

前
後
）
の
も
の
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
お
よ
び
仏
弟
子
に
は
台
詞
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
語
ら
せ
て
い

る
が
、
道
化
役
（
ヴ
ィ
ド
ゥ
ー
シ
ャ
カV

idūṣaka

：
元
来
ヴ
ェ
ー
ダ
の
神
ヴ
ァ

ル
ナVaruṇa

を
代
表
す
る
者
と
だ
と
い
う
説
が
あ
る
［K

uiper

］）
に
は
プ
ラ
ー

ク
リ
ッ
ト
諸
語
を
使
わ
せ
る
な
ど
、
古
典
期
の
規
定
に
か
な
っ
た
創
作
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
。［
辻1973
：13-14

］

　
文
献
と
し
て
残
る
最
古
の
戯
曲
作
品
が
、
す
で
に
『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・

シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
等
の
戯
曲
論
で
規
定
さ
れ
た
諸
形
式
を
完
璧
な
ま
で
に

遵
守
し
て
い
る
の
で
、
演
劇
の
起
源
か
ら
そ
れ
ま
で
の
経
緯
が
見
え
て
こ

な
い
。
人
形
劇
、
影
絵
劇
が
最
初
だ
と
す
る
説
も
存
在
し
た
が
確
証
は
な

い
ま
ま
だ
と
い
う
。［K

eith

：52-56

］

　
楽
屋
と
舞
台
の
間
を
仕
切
る
目
的
で
使
わ
れ
た
カ
ー
テ
ン
の
こ
と
を

ヤ
ヴ
ァ
ニ
カ
ー
（yavanikā

）
と
、
イ
ン
ド
が
初
め
て
接
し
た
ギ
リ
シ
ア

人
で
あ
る
「
イ
オ
ニ
ア
」
の
名
称
を
も
っ
て
呼
ん
だ
こ
と
な
ど
も
含
め
て
、

ギ
リ
シ
ア
演
劇
と
の
類
似
性
は
多
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
［K

eith

：57-68
、  

辻1977

：218-221

］
が
、や
は
り
、起
源
を
解
く
ま
で
に
は
い
た
ら
な
い
。

　
イ
ン
ド
中
東
部
チ
ャ
ッ
テ
ィ
ー
ス
ガ
ル
州
ア
ン
ビ
カ
ー
プ
ル
近
く
の

ラ
ー
ム
ガ
ル
洞
窟
は
、
そ
こ
に
残
る
碑
文
か
ら
、
あ
る
種
の
演
技
に
使

用
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
、
紀
元
前
二
世
紀
に
は
創
建
さ
れ
て
い
た
［
辻

1977

：223

］
演
劇
舞
台
だ
と
も
言
わ
れ
る
。

Ⅱ
．
種
類

　
宮
廷
な
ど
を
文
学
サ
ロ
ン
と
し
て
風
流
人
た
ち
が
楽
し
ん
だ
古
典
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
を
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学
（kāvya

：
詩
人kavi

が
創
作
し

た
も
の
）
と
呼
ぶ
が
、
聴
く
た
め
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
、
す
な
わ
ち
叙
事
詩
、

抒
情
詩
の
類
い
に
対
し
て
、
見
る
た
め
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
、
す
な
わ
ち
戯
曲

が
あ
る
。
前
述
の
仏
教
劇
か
ら
、
お
よ
そ
千
二
百
年
ほ
ど
の
間
に
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
約
六
百
作
品
の
戯
曲
が
創
作
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
［
辻

1973

：93

］。
か
の
最
も
評
価
の
高
い
詩
聖
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
（K

ālidāsa, 

四
世
紀
）
に
は
、
ゲ
ー
テ
も
独
訳
で
鑑
賞
し
感
激
し
た
と
言
わ
れ
る
［
辻

1973

：46

］『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
姫
（A

bhijñāna-śakuntala

）』
ほ
か
二
編

が
あ
る
。

　
多
く
の
戯
曲
作
品
は
、
二
大
叙
事
詩
お
よ
び
説
話
な
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
リ

テ
ィ
ー
の
高
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
翻
案
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
戯
曲
論
書

が
規
定
し
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
個
々
の
戯
曲
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
詳

述
す
る
の
は
、
こ
こ
で
の
本
務
で
は
な
い
の
で
、『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・
シ
ャ
ー

ス
ト
ラ
』
等
の
論
書
が
規
定
す
る
戯
曲
作
品
の
規
範
を
ヴ
ィ
ン
テ
ル
ニ
ッ

ツ
［155-171

］
が
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
搔
い
摘
ん
で
挙
げ
る
こ
と
に
す

る
。

　
多
種
の
戯
曲
様
式
が
編
み
出
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
様
式
に

も
共
通
す
る
次
第
と
し
て
、
一
、
冒
頭
に
祈
祷
偈
（nāndī, 

あ
る
い
は

m
aṅgalācaraṇa

）
が
座
頭
（sūtradhāra

：
百
科
万
般
に
高
い
教
養
を
も
つ
）

に
よ
っ
て
朗
誦
さ
れ
る
。
二
、
前
口
上
（prastāvanā

）
が
座
頭
と
（
そ
の



85

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

妻
ử
）
看
板
女
優
と
の
対
話
形
式
で
披
露
さ
れ
る
。
脚
本
作
家
へ
の
讃
辞

の
あ
と
、
最
初
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
と
連
な
る
。
三
、
ヴ
ィ

ド
ゥ
ー
シ
ャ
カ
（vidūṣaka

）
：
道
化
役
（
風
刺
の
的
と
し
て
の
バ
ラ
モ
ン
、

民
衆
芸
能
か
ら
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
へ
取
り
入
れ
ら
れ
た
証
左
か
［
ヴ
ィ
：165

］）
が

一
般
に
登
場
す
る
。
ヴ
ィ
タ
（viṭa

）
：
貧
し
い
酔
狂
人
（
口
達
者
、
文
芸
を
愛

好
）
が
登
場
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
以
下
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
分
類
。［
ヴ
ィ
：159- 162

］

A
．
正
劇
（rūpaka
）
十
種

 

１
． 

ナ
ー
タ
カ( nāṭaka)
〈
五
〜
十
幕
〉最
優
秀
な
形
式
。主
人
公
：

神
、
半
神
、
王
族
、
高
貴
な
人
。
登
場
人
物
：
四
〜
五
人
で

よ
い
。
内
容
：
神
話
、
歴
史
か
ら
翻
案
、
も
し
く
は
オ
リ
ジ

ナ
ル
。
八
つ
の
ラ
サ
［
ラ
サ
に
つ
い
て
は
後
述
］
の
う
ち
シ
ュ

リ
ン
ガ
ー
ラ
（
恋
情
）
と
ヴ
ィ
ー
ラ
（
勇
猛
）
が
必
須
。

２
． 

プ
ラ
カ
ラ
ナ( prakaraṇa)

〈
五
〜
十
幕
〉
民
衆
劇
。
説
話
よ

り
取
材
。
主
人
公
：
バ
ラ
モ
ン
、
大
臣
、
豪
商
な
ど
。
登
場

人
物
：
奴
隷
、
遊
蕩
児
、
娼
婦
も
許
さ
れ
る
。

３
． 

バ
ー
ナ( bhāṇa)

〈
一
幕
〉
独
白
劇
。
ヴ
ィ
タ
（viṭa

）
が
空

想
上
の
人
間
と
対
話
し
な
が
ら
、
全
て
の
ラ
サ
を
覚
醒
す
べ

く
身
振
り
を
添
え
る

4
。

４
． 

プ
ラ
ハ
サ
ナ( prahasana)〈
一(

〜
二)

幕
〉茶
番
劇
。主
人
公
：

苦
行
者
、
バ
ラ
モ
ン
、
王
、
ま
た
は
悪
漢
。
登
場
人
物
：
廷

臣
、
宦
官
、
召
使
い
、
乞
食
、
ス
リ
、
娼
婦
、
置
屋
の
主
な
ど
。

内
容
：
情
事
的
。
ラ
サ
：
ハ
ー
ス
ヤ
（
滑
稽
）。

５
． 

デ
ィ
マ( ḍim

a)

〈
四
幕
〉
幻
想
的
。
主
人
公
：
神
、
半
神
、

あ
る
い
は
鬼
神
。
内
容
：
神
話
・
伝
説
か
ら
。
ラ
サ
：
シ
ュ

リ
ン
ガ
ー
ラ
と
ヴ
ィ
ー
ラ
を
の
ぞ
く
い
ず
れ
か
。

６
． 

ヴ
ィ
ヤ
ー
ヨ
ー
ガ( vyāyoga)

〈
一
幕
〉
戦
争
劇
。
主
人
公
：

有
名
人
。
登
場
人
物
に
少
数
の
婦
人
が
必
須
。
内
容
：
一
般

に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
。

７
． 

サ
マ
ヴ
ァ
カ
ー
ラ( sam

avakāra)

〈
？
幕
〉
天
界
の
演
劇
。

主
人
公
：
有
名
な
偉
人
。
登
場
人
物
：
神
々
、
鬼
神
。

８
． 

ヴ
ィ
ー
テ
ィ
ー( vīthī)

〈
一
幕
〉
滑
稽
も
の
。
登
場
人
物
：

一
人
、
も
し
く
は
二
人
。
バ
ー
ナ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
。

９
． 

ウ
ト
ス
リ
シ
ュ
テ
ィ
カ
ー
ン
カ( utsṛṣṭikāṅka)

〈
短
い
一
幕
〉

主
人
公
：
一
般
人
。
内
容
：
婦
人
の
悲
嘆
を
ふ
く
む
、
世
間

に
よ
く
知
ら
れ
た
物
語
。
同
情
心
を
煽
る
。

10
． 

イ
ー
ハ
ー
ム
リ
ガ( īhām

ṛga)

〈
四
幕
〉
主
人
公
：
神
ま
た

は
人
間
で
も
よ
い
。
内
容
：
伝
説
と
創
作
の
両
要
素
。

B
．
副
劇
（uparūpaka

）
十
八
種
（
う
ち
二
種
の
み
紹
介
あ
り
）

・
文
学
的
特
質
よ
り
も
舞
踊
、
音
楽
、
歌
詠
、
身
振
り
の
妙
を
重

ん
じ
る
。

・
ナ
ー
テ
ィ
カ
ー( nāṭikā)

〈
四
幕
〉（
ナ
ー
タ
カ
と
プ
ラ
カ
ラ
ナ

の
中
間
的
位
置
）
女
性
が
主
役
。
多
く
の
歌
、
音
楽
、
舞
踊
。

シ
ュ
リ
ン
ガ
ー
ラ
・
ラ
サ
。ex. R

atnāvalī, Priyadārsikā

（by 
H

arśa, 7th c.

）

・
ト
ゥ
ロ
ー
タ
カ( troṭaka)

〈
五
幕
〉
人
間
世
界
と
神
世
界
。ex. 

V
ikram

orvaśīya (by K
ālidāsa, 4th c.)

等
。

Ⅲ
．
ラ
サ
（rasa

）
論

　『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
に
発
し
、
全
体
で
百
科
全
書
的
特
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徴
を
有
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
聖
典
プ
ラ
ー
ナ
文
献
群
の
一
つ
『
ア
グ
ニ
・
プ

ラ
ー
ナ
（A

gni-purāṇa

）』
に
も
盛
ら
れ
、
七
─
八
世
紀
頃
の
ダ
ン
デ
ィ

ン
（D

aṇḍin

）、
バ
ー
マ
ハ
（B

hām
aha

）
以
降
、
文
学
理
論
書
（
カ
ー
ヴ
ィ

ヤ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
）
は
さ
か
ん
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［G

erow

］。

そ
れ
ら
は
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
文
字
通
り
指
南
書
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
詩

人
は
自
ら
依
拠
し
た
理
論
書
の
名
を
明
か
す
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
理

論
書
に
は
先
行
す
る
作
品
か
ら
作
例
を
引
い
て
批
評
し
つ
つ
諸
規
定
を

謳
っ
た
か
ら
、
両
者
は
ま
さ
に
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。（
文
献
と
し
て
の
理
論
書
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
、
詩
人
た
ち
が
作
品
を

創
作
す
る
上
で
の
暗
黙
の
約
束
事
（kavi-sam

aya

）
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。）

　
そ
の
文
学
理
論
書
を
構
成
す
る
大
き
な
二
本
柱
が
、
修
辞
論
（
ア
ラ
ン

カ
ー
ラ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラalaṃ

kāra-śāstra
）
と
ラ
サ
論
（rasa-śāstra

）
で
あ
る
。

前
者
は
比
喩
表
現
な
ど
の
詳
細
な
吟
味
で
、
他
文
化
圏
、
他
時
代
の
修
辞

法
と
の
比
較
と
い
う
点
で
は
紹
介
す
る
意
義
も
大
き
い
が
、
演
劇
と
密
接

に
関
係
す
る
後
者
に
つ
い
て
の
み
概
略
を
紹
介
し
た
い
。

　
ラ
サ
（rasa, 

情
趣
）
の
原
義
は
「
味
わ
い
」
の
こ
と
で
、
平
生
は
潜
在

的
に
存
在
し
て
い
る
我
々
の
感
情
八
種
類
（
後
代
に
は
宗
教
的
情
操
で
あ
る

「
寂
静
」
が
加
わ
っ
て
九
種
類
）
が
、文
芸
鑑
賞
を
と
お
し
て
顕
在
化
し
「
味

わ
わ
れ
る
状
態
」
に
な
る
こ
と
を
論
じ
る
の
が
ラ
サ
論
で
あ
る
。
観
客
に

ど
の
よ
う
な
感
情
を
引
き
起
さ
せ
る
か
、
と
い
う
心
理
学
的
要
素
も
ふ
く

む
文
芸
鑑
賞
論
で
あ
る
。
数
多
の
理
論
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
十
四

世
紀
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヴ
ァ
ナ
ー
タ
（V

iśvanātha

）
と
い
う
詩
論
家
に
よ
る

『
サ
ー
ヒ
ッ
テ
ィ
ヤ
・
ダ
ル
パ
ナ
（Sāhitya-darpaṇa

）』
に
み
ら
れ
る
規
定

を
一
覧
表
に
し
て
示
す
。
予
め
若
干
補
足
し
て
お
く
と
、
戯
曲
に
限
ら
ず

文
芸
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
作
品
が
主
眼
と
す
る
ラ
サ
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
理
解
の
補
助
の
た
め
、
手
近
な
と
こ
ろ
で
「
寅
さ
ん
」
を
例
に

す
れ
ば
、
そ
の
主
眼
は
「
滑
稽
（
笑
い
）」
だ
ろ
う
。
だ
が
、
終
始
お
笑

い
だ
け
で
は
味
気
な
く
、
恋
心
や
別
れ
の
悲
し
さ
な
ど
が
織
り
込
ま
れ
て

一
層
、
作
品
全
体
の
「
笑
い
」
が
増
幅
さ
れ
る
。
と
言
っ
た
よ
う
な
具
合

に
、
劇
と
い
う
疑
似
体
験
を
と
お
し
て
如
何
に
鑑
賞
者
の
心
の
琴
線
を
つ

ま
弾
く
か
を
、
登
場
人
物
、
大
道
具
、
小
道
具
、
様
々
な
効
果
、
等
々
に

つ
い
て
議
論
す
る
の
で
あ
る

5
。（
次
ペ
ー
ジ
表
参
照
）

Ⅳ
．
現
代
の
様
相

　
さ
て
、
時
代
は
飛
ぶ
が
、
現
代
イ
ン
ド
で
楽
し
ま
れ
て
い
る
演
劇
に
つ

い
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
ら
［R

ichm
ond

：1-17

］
が
整
理
し
た
分
類
に
も

と
づ
き
挙
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
映
像
資
料
を
掲
載
で
き
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
動
画
も
見

る
こ
と
が
可
能
だ
。

　〈
古
典
系
〉

（
１
）
ク
ー
リ
ヤ
ー
ッ
タ
ム
（kūṭiyāṭṭam

）
：
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

劇
を
引
き
継
ぐ
古
い
伝
統
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
。
二
〇
〇
一

年
ユ
ネ
ス
コ
世
界
無
形
文
化
遺
産
「
人
類
の
口
承
及
び
無
形

遺
産
の
傑
作
の
宣
言
」
指
定
。

 

〈
南
部
の
ケ
ー
ラ
ラ
州
の
み
〉
舞
踊
劇
（
ほ
と
ん
ど
舞
踊
）、

寺
院
の
夜
の
勤
行
の
あ
と
二
十
一
時
頃
か
ら
六
時
間
、
と
き

に
は
明
け
方
ま
で
続
く
。
一
幕
／
一
晩
、
一
演
目
／
数
十
日

［
赤
松
：101

］。
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　〈
儀
礼
系
〉

（
２
）
テ
イ
ヤ
ム
（teyyam

）〈
ケ
ー
ラ
ラ
州
〉
土
着
の
信
仰
・
文
化

が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
し
た
も
の
。
派
手
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
踊

り
手
は
神
霊
を
自
ら
の
身
体
に
呼
び
降
ろ
し
、
太
鼓
の
リ
ズ

ム
に
合
わ
せ
て
舞
を
舞
う
。［
古
賀
］

（
３
）
ア
イ
ヤ
ッ
パ
ン
・
テ
ィ
ヤ
ッ
タ
（ayyappan tiyatta

）〈
ケ
ー
ラ

ラ
州
〉
多
く
の
神
格
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
テ
イ
ヤ
ム
に
対

し
て
、
女
性
と
な
っ
た
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
と
シ
ヴ
ァ
の
間
に
生
ま

れ
た
と
さ
れ
る
ア
イ
ヤ
ッ
パ
ン
神
を
対
象
と
す
る
儀
礼
的
、

歌
舞
。［Zarrilli

］

　〈
信
仰
系
〉

（
４
）
ラ
ー
ス
リ
ー
ラ
ー
（rāslīlā

）〈
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
聖
地
ブ
ラ
ジ
地

方
を
中
心
に
〉『
バ
ー
ガ
ヴ
ァ
タ
・
プ
ラ
ー
ナ
（B

hāgavata-

purāṇa

）』
第
十
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
物
語
を
題

材
と
し
た
歌
舞
劇
。
ク
リ
シ
ュ
ナ
生
誕
祭
の
西
暦
八
月
中
旬

か
ら
下
旬
の
十
数
日
間
。
十
五
世
紀
頃
、
ブ
ラ
ジ
地
方
の
中

心
ブ
リ
ン
ダ
ー
ヴ
ァ
ン
が
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
聖
地
と
し
て
見
直

さ
れ
て
以
来
盛
ん
に
な
っ
た
。［
坂
田
］

（
５
）
ラ
ー
ム
リ
ー
ラ
ー
（rām

līlā

）〈
バ
ナ
ー
ラ
ス
・
ラ
ー
ム
ナ
ガ
ル
、

ほ
か
北
イ
ン
ド
各
地
〉
ラ
ー
マ
物
語
。
ト
ウ
ル
ス
ィ
ー
ダ
ー

ス
（Tulsīdās, 

十
六
世
紀
）
が
創
始
し
た
と
い
う
説
な
ど
。
藩

王
が
経
費
援
助
。
約
一
ヶ
月（
前
後
の
儀
礼
ふ
く
め
て
二
ヶ
月
）、

夕
刻
五
時
頃
か
ら
、
街
中
の
広
場
、
寺
院
、
池
な
ど
演
目
に

従
っ
て
各
所
を
利
用
。
ラ
ー
マ
な
ど
の
主
役
級
の
五
人
：
バ

ラ
モ
ン
の
少
年（
八
か
ら
十
五
歳
）か
ら
選
ば
れ
る
。
ラ
ー
マ
ー

ヤ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
十
二
人
の
朗
誦
者
た
ち
が
朗
誦
、
役
者

が
台
詞
を
い
う
。［
宮
本
：76-78

］

　〈
世
俗
系
〉

（
６
）
ナ
ウ
タ
ン
キ
ー
（nauṭankī

）〈
ウ
ッ
タ
ル
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
〉
：

信
仰
、
恋
愛
、
武
勇
を
扱
う
農
村
で
の
野
外
劇
。
ア
マ
、
プ

ロ
両
劇
団
あ
り
。
太
鼓
と
と
も
に
韻
文
調
の
台
詞
。
女
性
役

も
男
性
が
扮
す
る
。
映
画
の
普
及
ま
で
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で

あ
っ
た
。［
ヴ
ァ
ル
マ
ー
：7

］［H
ansen

］

（
７
）
タ
マ
ー
シ
ャ
ー
（tam

āshā

）〈
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
〉
：

ア
ラ
ビ
ア
語
起
源
の
呼
称
が
示
す
よ
う
に
十
四
世
紀
こ
ろ
こ

の
地
に
入
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
た
ち
の
娯
楽
に
発
し
た
も
の
と

さ
れ
る
。
マ
ラ
ー
テ
ィ
ー
語
に
よ
る
官
能
的
な
歌
と
踊
り
の

ラ
ー
ヴ
ァ
ニ
ー
（lāvaṇī

）
部
分
を
中
心
に
ヴ
ァ
ー
グ
（vāgh

）

と
い
う
大
衆
演
劇
部
分
も
あ
る
。
前
者
だ
け
が
単
独
で
演
じ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。［
小
磯
］

　　〈
舞
踊
系
〉

（
８
）
カ
タ
カ
リ
（kathakaḷi

）〈
ケ
ー
ラ
ラ
州
〉・
ヤ
ク
シ
ャ
ガ
ー
ナ

（yakṣagān

）〈
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
〉
十
六
世
紀
に
成
立
（
古
典

Skt

劇
か
ら
）
：
い
ず
れ
も
ク
ー
リ
ヤ
ッ
タ
ム
と
類
似
。

 

　
K
：
二
人
の
歌
手
が
進
行
、俳
優
に
台
詞
な
し
。
Y
：
バ
ー

ガ
ヴ
ァ
タ
と
い
う
歌
手
が
進
行
役
。
歌
の
最
中
、
俳
優
は
踊

り
で
表
現
し
、
そ
の
あ
と
言
葉
で
解
説
。
歌
手
と
俳
優
の
掛

け
合
い
。
K
、
Y
と
も
基
本
は
屋
外
。［
赤
松
：102

］
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

（
９
）
チ
ョ
ウ
（chau

）〈
東
イ
ン
ド
：
ジ
ャ
ー
ル
カ
ン
ド
州
、オ
リ
ッ

サ
州
、
西
ベ
ン
ガ
ル
州
〉
仮
面
劇
。
四
月
の
十
三
日
間
、
春

祭
り
の
一
環
。
部
族
ご
と
の
農
耕
儀
礼
と
関
係
し
て
い
る
。

演
劇
的
要
素
が
強
い
。［
赤
松
：105 -106

］

　〈
現
代
系
〉

（
10
）
現
代
劇
：
十
九
世
紀
中
頃
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
文
化
の
影
響
を

初
め
に
受
け
た
コ
ル
カ
タ
（
ベ
ン
ガ
ル
語
圏
）
か
ら
次
第
に
ヒ

ン
デ
ィ
ー
語
圏
へ
浸
透
し
た
。
当
初
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇

や
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
に
よ
る
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
が
富
裕

な
知
識
層
に
愛
好
さ
れ
た
が
、
民
族
意
識
の
高
ま
り
と
と
も

に
社
会
啓
蒙
的
な
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
ヒ
ン
デ
ィ
ー

語
劇
作
家
と
し
て
バ
ー
ラ
テ
ン
ド
ゥ
・
ハ
リ
シ
ュ
チ
ャ
ン
ド

ラ
（B

hāratendu H
ariścandra, 1850-1885

）
が
代
表
的
。［
町
田
］

ベ
ン
ガ
ル
語
圏
で
は
、
あ
の
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー

ル
（1861-1941

）
が
多
く
の
戯
曲
作
品
を
残
し
、
ま
た
自
ら

も
舞
台
に
の
ぼ
る
な
ど
演
劇
を
深
く
愛
し
、
そ
の
発
展
に
寄

与
し
た
。［
丹
羽
：96-115

］
二
十
世
紀
以
降
、
映
画
の
隆
盛

に
押
さ
れ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
劇
団
数
は
日
本
と
の
人

口
比
で
見
れ
ば
ず
っ
と
少
な
い
が
活
動
し
て
お
り
、
ネ
ッ
ト

〈http://in.bookm
yshow

.com
/national-capital-region-ncr/

plays

（2015.12.1

）
な
ど
〉
で
チ
ケ
ッ
ト
も
購
入
で
き
る
。

Ⅴ
．
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
特
徴

　
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
戯
曲
作
品
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
し
か
見
ら

れ
な
い
我
々
が
、
上
に
概
要
紹
介
し
た
現
代
の
諸
例
と
照
合
し
て
み
る

と
、
も
っ
と
も
近
く
感
じ
る
の
が
西
洋
演
劇
導
入
後
の
現
代
劇
型
式
の
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
古
典
期
か
ら
途
切
れ
ず
に
繋
が
っ

て
い
る
伝
承
と
は
言
え
な
い
。
一
般
に
は
、
ク
ー
リ
ヤ
ー
ッ
タ
ム
が
古
典

劇
の
伝
統
を
色
濃
く
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
筆
者

に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
流
れ
が
見
え
て
こ
な
い
。
た
し
か
に
ラ
サ
論
を

礎
に
し
て
い
る
と
い
う
共
通
性
は
理
解
で
き
て
も
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し

て
き
た
の
か
、
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
果
た
し
て
、
伝
統
的
な
型
式
で
の

古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
は
中
世
後
期
、
前
近
代
に
は
消
滅
し
て
し
ま
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
シ
ェ
ー
カ
ル
［Shekhar

：131-170

］
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
衰
退

と
そ
の
要
因
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
論
点
を
参
照
し
、
逆
説
的
で
は

あ
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
特
徴
を
炙
り
出
し
て
み
た
い
。

　　
１
．
二
大
叙
事
詩
へ
の
依
存

　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
と
り
わ
け
純
文
学
と
も
い
え
る
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ

作
品
で
は
、
物
語
展
開
の
新
規
性
よ
り
も
言
語
表
現
の
妙
が
重
ん
じ
ら
れ

た
か
ら
、
題
材
は
む
し
ろ
周
知
の
も
の
が
好
ま
れ
た
。
戯
曲
も
ま
た
、
モ

チ
ー
フ
を
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
や
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
等
か
ら
借
り
て

作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
指
南
書
の
規
定
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
二
大
叙
事

詩
そ
の
も
の
の
伝
承
に
は
専
門
職
の
語
り
部
が
お
り
、
そ
れ
と
競
合
す
る

演
劇
は
上
演
機
会
も
稀
で
あ
っ
た
。［Shekhar

：131-136

］

　　
２
．
照
準
が
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と

　
風
流
を
解
す
る
文
化
人
（
サ
フ
リ
ダ
ヤ
、sahṛdaya

）
知
識
層
か
ら
な
る
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王
宮
サ
ロ
ン
が
、
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学
の
場
で
あ
り
、
詩
人
は
耳
の
肥
え

た
聴
衆
の
ラ
サ
を
掻
き
立
て
て
、
ご
褒
美
を
た
ん
ま
り
も
ら
え
る
よ
う
腕

を
奮
っ
て
作
詩
し
朗
詠
し
た
。
理
論
書
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
戯
曲
を
「
見

る
た
め
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の

上
演
も
こ
の
限
ら
れ
た
サ
ロ
ン
内
と
い
う
空
間
に
留
ま
っ
て
い
た
。
ま
た

儀
礼
的
側
面
も
劇
作
家
詩
人
た
ち
を
保
守
的
に
し
た
。［Shekhar

：136-
138

］
　

３
．
音
楽
と
歌
謡
を
欠
い
て
い
た
こ
と

　
正
統
的
な
宗
教
儀
礼
に
お
け
る
歌
謡
は
司
祭
僧
た
ち
が
担
っ
て
い
た

が
、
巷
間
の
流
行
歌
な
ど
は
社
会
的
身
分
が
低
い
者
た
ち
の
生
業
と
す
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
、
演
劇
に
流
行
歌
を
導
入
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
と

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
ま
た
聴
衆
も
、
抒
情
詩
は
歌
謡
要
素
を

持
た
な
い
本
来
の
韻
律
の
ま
ま
鑑
賞
す
る
こ
と
の
方
を
好
ん
だ
。［Shek-

har

：138-139

］

　
４
．
過
度
な
韻
文
の
使
用

　
俳
優
た
ち
の
台
詞
の
な
か
の
み
な
ら
ず
、
進
行
役
の
座
頭
の
こ
と
ば
に

も
韻
文
が
使
わ
れ
る
の
は
、
既
述
の
と
お
り
劇
も
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
で
あ
る
と

い
う
枠
に
固
執
し
た
か
ら
で
あ
り
、
劇
作
家
詩
人
た
ち
は
散
文
を
二
次
的

な
も
の
と
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
。
技
巧
を
要
す
る
修
辞
法
の
妙
を
発
揮

で
き
る
の
も
韻
文
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
。［Shekhar

：140-142

］
劇
作

家
す
な
わ
ち
詩
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
根
本
問
題
と
し
て
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
５
．
超
自
然
的
な
要
素

　
神
と
人
間
、
天
と
地
、
な
ど
の
相
互
の
境
界
も
判
然
と
し
な
い
の
は
、

劇
作
家
詩
人
た
ち
が
バ
ラ
モ
ン
神
話
の
伝
統
に
浸
り
き
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
い
う
。［Shekhar

：142-144

］
確
か
に
、
神
の
ご
加
護
さ
え
得
ら
れ

れ
ば
、
死
ん
だ
は
ず
の
主
人
公
が
あ
っ
と
い
う
間
に
生
き
返
っ
た
り
、
苦

行
で
獲
得
し
た
超
能
力
で
意
の
ま
ま
行
動
し
た
り
す
る
。
生
身
の
人
間
が

ひ
と
た
び
神
業
を
行
使
す
る
と
、
聴
衆
は
も
は
や
、
人
間
と
し
て
同
情
を

寄
せ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
逆
効
果
な
の
だ
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。［Shekhar

：142-144

］
現
実
問
題
と
し
て
、
舞
台
で
超
自

然
現
象
を
表
現
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
が
多
か
っ
た
は
ず
だ
。

　
６
．
一
般
人
の
た
め
の
舞
台
、
劇
場
の
欠
如

　『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
』
に
は
九
種
の
形
式
の
舞
台
が
言

及
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
違
い
は
僅
か
で
あ
り
、
音
楽
ホ
ー
ル
や
舞
踊

ホ
ー
ル
、
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
の
存
在
は
文
献
上
に
も
明
確
で
あ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
劇
場
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
民
衆
の
た
め
の
劇
場

の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
神
々
を
慰
め
る
歌
舞
の
た
め
の
舞
台
（nāṭya-

m
andira

）
が
寺
院
の
境
内
、
屋
外
に
建
て
ら
れ
て
は
い
た
が
、
演
目
は
、

後
代
の
ラ
ー
ム
リ
ー
ラ
ー
（
ラ
ー
マ
劇
）、
ラ
ー
ス
リ
ー
ラ
ー
（
ク
リ
シ
ュ

ナ
劇
）
に
連
な
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ラ
ー
ム
ガ
ル

丘
に
あ
る
最
古
の
洞
穴
劇
場
か
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
諸
学
者
に
よ
っ
て

様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
て
大
勢
の
観

客
収
容
を
意
図
し
た
劇
場
で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
と
言
う
。［Shekhar

：

144-148

］

　
７
．
王
族
が
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
こ
と

　
筆
者
は
か
つ
て
、
王
宮
内
で
催
さ
れ
る
歌
会
に
城
外
か
ら
も
様
々
な
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職
業
の
知
識
人
が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
を
観
察
し
、
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学

も
予
想
以
上
に
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
十
二
世
紀
頃
の
成
立
と
お
ぼ
し
き
王
統
紀
『
シ
ュ

リ
ー
カ
ー
ン
タ
チ
ャ
リ
タ
（Śrīkhāṇṭha-carita

）』
の
記
述
か
ら
だ
っ
た
。

［
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
C
）『
イ
ン
ド
文
学
史
を
形
成
す

る
社
会
的
位
置
の
異
な
る
様
々
な
種
類
の
詩
人
た
ち
』
成
果
報
告
書
、

二
〇
〇
〇
］
十
二
世
紀
と
い
え
ば
、
媒
介
言
語
が
近
代
諸
語
へ
と
移
行

し
始
め
た
こ
ろ
で
、
す
で
に
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

シ
ェ
ー
カ
ル
は
偏
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
偏
狭
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

［Shekhar

：148-150

］

　
８
．
聴
衆

　
審
美
眼
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
聴
衆
と
し
て
の
資
格
と
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
、
芸
術
は
洗
練
さ
れ
た
環
境
で
こ
そ
開
花
す
る
と
い
う
思
想
に
も
と

づ
い
て
い
る
と
い
う
。［Shekhar

：150-152

］
演
劇
の
原
始
は
社
会
的
身

分
の
低
い
層
の
人
た
ち
が
楽
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

こ
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
限
ら
れ
た
人
間
し
か
楽

し
め
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　
さ
ら
に
シ
ェ
ー
カ
ル
は
続
け
て
外
的
な
要
因
と
し
て
、
十
一
世
紀
以
降

イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
の
流
入
を
契
機
と
す
る
文
化
環
境
の
変
容
に
つ
い
て

触
れ
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
皇
帝
た
ち
の
な
か
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

化
を
尊
重
、
愛
好
す
る
も
の
も
い
た
か
ら
、
演
劇
の
凋
落
に
は
さ
し
た
る

影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
。［Shekar

：153-154

］
む
し
ろ
内

的
要
因
と
し
て
、
指
南
書
が
演
劇
と
い
う
も
の
を
雁
字
搦
め
に
規
定
し
て

し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
殻
を
破
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
致
命
的
だ
っ
た
と

い
う
。［Shekar

：154-159

］
結
果
と
し
て
、
ユ
ー
モ
ア
を
欠
き
、
言
語

環
境
の
変
化
に
も
対
応
で
き
な
か
っ
た
。［Shekar

：159-164

］
こ
の
時

代
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
リ
ン
グ
ア
フ
ラ
ン
カ
の
役
割
を
ペ
ル
シ
ア
語
に

譲
り
、
諸
々
の
地
方
語
が
諸
文
書
に
も
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

来
る
な
か
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
詩
の
朗
詠
は
生
業
と
し
て
続
け
ら
れ
た

が
、
演
劇
に
ス
ポ
ン
サ
ー
は
付
き
に
く
く
な
っ
た
よ
う
だ
。［Shekar

：

164-165

］
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
業
の
思
想
に
呼
応
す
る
よ
う
に

踏
襲
さ
れ
続
け
て
き
た
悲
喜
劇
（
悲
劇
で
始
ま
っ
て
も
必
ず
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
）
の
耐
用
年
数
も
尽
き
た
と
見
て
い
る
。［Shekar

：166-170

］

　
地
方
語
の
擡
頭
と
い
う
大
き
な
文
化
環
境
の
変
化
は
、
叙
事
詩
、
抒
情

詩
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
詩
作
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
そ
の
ま
ま
に
言
語
だ
け
乗
り

換
え
て
巧
く
伝
統
を
保
持
し
た
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
の
場
合
、
劇

中
の
台
詞
に
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
た
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
が
む
し
ろ

災
い
し
た
よ
う
だ
。
日
常
語
に
近
い
そ
の
諸
言
語
の
ほ
う
が
時
へ
て
理
解

さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
代
替
策
も
編
み
出
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

［Shekar

：162-164

］

　Ⅵ
．
お
わ
り
に

　
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
は
滅
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
も
と

づ
く
シ
ェ
ー
カ
ル
の
指
摘
は
、
多
々
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
筆

者
に
は
更
な
る
疑
問
が
残
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
よ
る
文
芸
は
、
一
見

す
る
と
、
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
の
舞
台
、
王
宮
サ
ロ
ン
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間

に
展
開
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
題
材
・
素
材
は
巷

間
に
発
し
て
お
り
、
そ
れ
を
カ
ヴ
ィ
（
詩
人
）
た
ち
が
言
語
的
・
芸
術
的
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に
昇
華
さ
せ
た
も
の
だ
と
、
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
イ
ン
ド
が
宝
庫
と
さ

れ
、
イ
ン
ド
か
ら
世
界
中
に
伝
播
し
た
（
逆
に
イ
ン
ド
に
流
入
し
た
も
の
も

あ
る
が
）
説
話
に
し
て
も
、
誰
が
最
初
に
語
っ
た
か
分
か
ら
な
い
お
話
し

だ
け
れ
ど
、
面
白
く
て
為
に
な
る
か
ら
と
、
あ
る
時
誰
か
が
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
と
い
う
宝
箱
に
入
れ
て
、
後
世
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
二
大
叙
事

詩
に
し
て
も
、
た
だ
巷
間
の
語
り
部
専
門
職
が
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
け

で
、成
立
過
程
は
ほ
ぼ
同
様
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
文
芸
は
巷
間
か
ら
産
ま
れ
、

カ
ヴ
ィ
た
ち
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇

の
祖
形
も
巷
間
に
残
っ
て
い
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　
は
た
し
て
、
演
劇
と
い
う
表
現
型
式
そ
の
も
の
が
洗
練
・
昇
華
の
道
具

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
註
１
で
触
れ
た
、
演
劇
（nāṭya

）
の
語
源
、

動
詞
語
根√

naṭ

が
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
俗
語
の
影
響
を
受
け

た
形
だ
と
い
う
事
実
を
重
視
す
る
と
、
庶
民
の
た
め
に
創
始
さ
れ
た
と

い
う
演
劇
の
起
源
神
話
が
、
ま
っ
た
く
の
絵
空
事
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
て
く
る
。
証
拠
た
り
う
る
文
献
資
料
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
確
た
る
こ

と
は
言
え
な
い
が
、
註
3
で
触
れ
た
ジ
ャ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
の
よ
う
な
試
み
も

な
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
寺
院
も
ふ
く
め
た
巷
間
に
今
も
伝
わ
る
諸
々
の
演

劇
、
舞
踊
芸
、
歌
謡
芸
を
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
諸
点
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
的
変
容
な
ど
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
と
の
関
連
性
か
ら
再
度
丹
念
に
検

討
し
直
せ
ば
、
も
う
少
し
鮮
明
に
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
当
初
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
劇
が
周
辺
の
ア
ジ
ア
諸
国
へ
与
え
た
影

響
に
つ
い
て
も
明
ら
め
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
は
至
れ
な
か
っ

た
。
も
し
か
し
た
ら
、
他
文
化
圏
の
演
劇
を
観
測
す
る
こ
と
で
、
古
代
イ

ン
ド
の
巷
間
に
お
け
る
演
劇
の
様
相
を
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　

註

1
　 N

āṭya-śāstra

の‘nāṭya’

も
こ
の‘naṭa’

も
、
い
ず
れ
も
動
詞
語
根√

naṭ-

か
ら
の

派
生
語
で
、
語
源
と
し
て
は
「
踊
る
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
よ
り
古
い
ヴ
ェ
ー
ダ
期
か

ら
存
在
す
る
の
は
語
根√

nṛt-

の
ほ
う
で
、√

naṭ-

は√
nṛt-

の
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
化
し

た
形
だ
と
い
う
。［W

hitney: 12, 23

］
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
を
初
め
て
規
定
し
た
文

法
学
者
パ
ー
ニ
ニ
（Pāṇini

）
は
紀
元
前
四
─
三
世
紀
の
人
だ
が
、Naṭa-sūtra

な
る
「
ナ

タ
の
た
め
の
指
南
書
」
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
よ

う
な
身
体
動
作
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
だ
。
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
「
演
劇
」
と
い
う
概
念

を
持
つ
確
た
る
単
語
が
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。［K

eith:31

］
ま
た
、

ナ
タ
・
ラ
ー
ジ
ャ
（naṭa-rāja, 

ま
た
はnaṭeśvara, naṭeśa

と
も
。
い
ず
れ
も
「
舞
踊
の

王
」
の
意
）
と
い
え
ば
、
シ
ヴ
ァ
神
の
こ
と
を
指
す
が
、『
ナ
ー
テ
ィ
ヤ
・
シ
ャ
ー
ス
ト

ラ
』
に
シ
ヴ
ァ
神
が
百
八
種
の
舞
踊
を
演
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
今
日

非
常
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
図
像
と
し
て
の
ナ
タ
ラ
ー
ジ
ャ
は
六
世
紀
頃
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

寺
院
の
壁
面
な
ど
に
レ
リ
ー
フ
と
し
て
創
作
さ
れ
始
め
、
十
─
十
一
世
紀
頃
か
ら
は
南

イ
ン
ド
を
中
心
に
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
ナ
タ
ラ
ー
ジ
ャ
彫
像
が
頻
繁
に
創
作
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
と
い
う
。
エ
リ
ア
ー
デ
が
原
初
的
な
形
態
以
前
の
カ
オ
ス
的
状
態
に
通
じ

る
も
の
と
し
て
歌
踊
狂
躁
の
観
念
を
分
析
し
た
と
い
う
が
、
こ
の
シ
ヴ
ァ
神
の
ナ
タ

ラ
ー
ジ
ャ
と
し
て
の
側
面
が
ま
さ
に
そ
の
観
念
の
表
出
だ
と
い
わ
れ
る
。［
立
川
ほ
か
：

104-107

］

2
　 

パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
記
述
に
は
、
ナ
タ
の
う
ち
男
で
女
に
扮
す
る
も
の
を
ブ
ル
ー
ク

ン
シ
ャ
（bhrūkuṃ

śa

）
と
呼
ぶ
と
あ
る
と
い
う
が
、
歌
唱
で
あ
っ
て
、
演
劇
に
お
い
て

か
否
か
の
確
証
は
な
い
と
い
う
。［
辻1977

：223

］

3
　 
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
と
ヤ
ー
ト
ラ
ー
と
の
関
係
は
、
十
二
世
紀
ベ
ン
ガ
ル
に
で

たJayadeva
に
よ
る
戯
曲
的
抒
情
詩
『
ギ
ー
タ
・
ゴ
ー
ヴ
ィ
ン
ダ
（G

ītagovinda

）』
の
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刷
新
的
要
素
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
文
学
の
伝
統
を
踏

襲
し
つ
つ
も
、
当
時
の
民
謡
形
式
ヤ
ー
ト
ラ
ー
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
文
化
環
境
、
つ

ま
り
享
受
者
側
の
文
化
受
容
上
の
何
か
し
ら
の
変
化
を
察
知
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

後
代
、
汎
イ
ン
ド
的
に
歌
舞
の
テ
ー
マ
と
し
て
愛
好
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
作
品

つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、［
原
］
を
み
れ
ば
、
そ
の
研
究
史
も
一
目

瞭
然
で
あ
る
。

4
　 

十
五
世
紀
お
よ
び
十
七
世
紀
以
降
の
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
バ
ー
ナ
劇
形
式
に
則
っ

た
戯
曲
作
品
が
量
産
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
の
当
該
地
域
の
文
化
風
土
と
の
関

係
も
含
め
て
紹
介
し
て
い
る
も
の
に
［
横
地
］
が
あ
る
。

5
　 

重
要
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
登
場
人
物
、
す
な
わ
ち
主
人
公
、
女
主
人
公
に
つ
い
て
は
、

と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
分
類
す
る
。［
松
山
：163 -202

］

を
参
照
の
こ
と
。
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は
じ
め
に

現
代
カ
ン
ボ
ジ
ア

1
を
代
表
す
る
芸
術
家
、
作
家
、
研
究
者
の
ペ
イ
・

ト
ム
ク
ロ
ヴ
ル
が
著
し
た
『
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
舞
台
芸
術
』（
二
〇
〇
三
）

2

に
は
二
十
二
種
類
の
舞
台
芸
術
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
王
宮

古
典
舞
踊
、
影
絵
芝
居
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
〇
五
年
に
ユ

ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
前
者
は
「
一
千
年
以
上
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
宮
廷
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
」「
王
宮
内
の
さ
ま
ざ
ま

な
儀
式
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
て
き
た
」「
演
目
は
民
族
の
起
源
に
関
連
し

た
伝
説
を
基
に
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
後
者
は
「
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
以
前

か
ら
古
典
舞
踊
と
と
も
に
聖
な
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
」「
神
々
に
奉
納

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
特
別
な
機
会
に
の
み
上
演
さ
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る

3
。

「
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
」「
王
宮
」「
神
々
」
に
は
つ
な
が
ら
な
い
が
、
庶

民
と
と
も
に
一
世
紀
近
く
歩
ん
で
き
た
芸
能
も
あ
る
。
中
で
も
バ
サ
ッ
ク

劇
は
群
を
抜
い
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
バ
サ
ッ
ク
劇
は
二
〇
世
紀

初
頭
に
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
南
部
の
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
か
ら
伝
わ
っ
た

大
衆
向
け
の
娯
楽
演
劇
で
あ
り
、
登
場
人
物
の
語
り
と
歌
に
よ
っ
て
物
語

が
展
開
す
る
。
題
材
の
多
く
は
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
、
ア

ン
コ
ー
ル
王
朝
以
降
の
諸
侯
の
活
躍
の
物
語
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
古
典

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
大
衆
芸
能
「
バ
サ
ッ
ク
劇
」
の
変
遷
と
そ
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
田
知
子

　

物
語
で
あ
る
。

バ
サ
ッ
ク
劇
に
対
し
て
は
国
内
外
の
研
究
者
の
注
目
度
は
低
く
、
研
究

も
少
な
い
。
グ
イ
・
ポ
レ
は
『
カ
ム
ボ
ジ
ャ
民
俗
誌

―
ク
メ
ー
ル
族
の

慣
習
』（
一
九
四
四
）

4
の
中
の
「
舞
踊
と
音
楽
」
の
項
で
、
バ
サ
ッ
ク
劇

と
推
測
さ
れ
る
「
喜
劇
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

5
。
歌
舞
伎
な
ど
ア

ジ
ア
の
演
劇
を
専
門
と
す
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ブ
ラ
ン
ド
ン
の
『
東
南
ア
ジ

ア
の
演
劇
』（
一
九
六
七
）

6
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
三
年
間
に
渡
る
東
南

ア
ジ
ア
諸
地
域
で
の
調
査
を
も
と
に
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
バ
サ
ッ
ク
劇

の
歴
史
と
調
査
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
雑
誌
『
カ
ン
プ
チ

ア
・
ソ
リ
ヤ
ー
』

7
に
掲
載
さ
れ
た
国
文
学
者
リ
ー
・
テ
ィ
ア
ム
テ
ン
「
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
演
劇
に
関
す
る
研
究
」（
一
九
七
一
）

8
で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

演
劇
史
を
概
観
し
、
数
あ
る
演
劇
の
中
で
も
最
終
的
に
は
バ
サ
ッ
ク
劇
と

現
代
的
な
せ
り
ふ
劇
の
二
つ
が
主
要
な
も
の
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

ペ
イ
・
ト
ム
ク
ロ
ヴ
ル
の
『
ジ
ケ
ー
と
バ
サ
ッ
ク
劇
』（
一
九
九
七
）

9
は

バ
サ
ッ
ク
劇
の
構
成
要
素
、
歌
曲
タ
イ
ト
ル
一
覧
、
歌
詞
、
著
名
な
役
者

を
紹
介
し
て
い
る
。
王
立
芸
術
大
学
教
授
で
古
典
音
楽
を
専
門
と
す
る
マ

ウ
・
プ
ア
ン
の
『
芸
術
概
論
：
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
音
楽
』（
一
九
九
八
）

10
で

は
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
音
楽
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
研

究
の
第
一
人
者
で
あ
る
キ
ン
・
ホ
ッ
ク
デ
ィ
に
よ
る
「
一
九
世
紀
、
二
〇

世
紀
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
対
す
る
中
国
文
学
の
影
響
」（
一
九
八
七
）

11
で
は
、
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中
国
文
化
の
影
響
の
表
象
と
し
て
バ
サ
ッ
ク
劇
を
挙
げ
て
い
る
。
リ
ー
と

ム
ア
ン
に
よ
る
『
独
立
の
文
化
』（
二
〇
〇
一
）

12
は
、
一
九
五
三
年
の
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
独
立
以
降
に
発
展
し
た
現
代
的
な
建
築
、
せ
り
ふ
劇
、
映
画
、

音
楽
、
絵
画
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
、
関
係
資
料
、
関
係
者
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
せ
り
ふ
劇
」
お
よ
び

「
映
画
」
の
章
で
は
、
バ
サ
ッ
ク
劇
が
せ
り
ふ
劇
、
映
画
に
及
ぼ
し
た
影

響
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

だ
が
ペ
イ
の
『
ジ
ケ
ー
と
バ
サ
ッ
ク
劇
』
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
演
劇

全
体
の
中
、
あ
る
い
は
音
楽
や
舞
踊
の
中
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
。
同
書
も
バ
サ
ッ
ク
劇
の
構
成
要
素
に
は
踏
み
こ
ん
で
は
い

る
も
の
の
、
大
枠
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
バ
サ
ッ
ク
劇
が

盛
ん
で
あ
っ
た
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
状
況
の
み
の
記
述
で
、
そ
れ
以
降

の
言
及
は
皆
無
に
等
し
い

13
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
に
新
た
な
文
献
お
よ
び
映
像
資
料
を
加

え
な
が
ら

14
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
成
り
立
ち
と
変
遷
、
構
成
要
素
を
整
理
し
、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
バ
サ
ッ
ク
劇
の
特
徴
と
意
義
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

一
．
バ
サ
ッ
ク
劇
の
成
り
立
ち

―
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
に
つ
い
て

前
掲
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
よ
る
著
書
で
は
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
発
祥
地
は

「
カ
ン
プ
チ
ア
・
ク
ラ
オ
ム
の
プ
レ
ア
・
ト
ロ
ペ
ア
ン
の
対
岸
に
あ
る
ク

レ
ア
ン
州
バ
サ
ッ
ク
郡
」
と
し
て
い
る
。
バ
サ
ッ
ク
は
地
名
で
あ
る
と
同

時
に
メ
コ
ン
川
の
支
流
名
で
も
あ
る
。
バ
サ
ッ
ク
川
は
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
メ

コ
ン
川
に
合
流
し
、
ベ
ト
ナ
ム
を
通
っ
て
南
シ
ナ
海
に
流
れ
込
む
。
カ
ン

ボ
ジ
ア
人
に
と
っ
て
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
、
つ
ま
り
地
理
的
に
プ
ノ
ン
ペ

ン
の
南
部
に
あ
た
る
カ
ン
プ
チ
ア
・
ク
ラ
オ
ム
、
つ
ま
り
「
下
の
カ
ン
ボ

ジ
ア
」
か
ら
き
た
も
の
は
す
べ
て
バ
サ
ッ
ク
起
源
の
も
の
と
認
識
し
て
い

る
の
で
あ
る

15
。

プ
レ
ア
・
ト
ロ
ペ
ア
ン
、
ク
レ
ア
ン
、
バ
サ
ッ
ク
は
、
現
ベ
ト
ナ
ム
内

の
メ
コ
ン
川
河
口
の
デ
ル
タ
地
域
に
あ
る
チ
ャ
ヴ
ィ
ン
省
、
ソ
ク
チ
ャ
ン

省
に
当
た
る
。
遅
く
と
も
一
六
世
紀
末
に
は
チ
ャ
ヴ
ィ
ン
省
の
南
部
の
一

地
域
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
社
会
が
成
立
し
て
い
た
が
、
一
七
七
五
年
に
ベ

ト
ナ
ム
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ

16
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
ベ
ト
ナ
ム
人

が
本
格
的
に
入
植
し
て
き
た

17
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
自
ら
の
慣
習
を
放
棄

さ
せ
ら
れ
、
地
名
や
人
名
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
の
発
音
に
類
似
し
た
漢
字
を

用
い
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

18
。
一
九
五
四
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
協

定
で
ベ
ト
ナ
ム
領
と
な
っ
た
が
、
現
在
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
が
多
く
居
住
し

19
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
語
を
話
し
、
上
座
仏
教
寺
院
が
数
多
く
あ
る

20
。
省
都
ソ
ク

チ
ャ
ン
市
に
は
パ
ー
リ
語
高
級
学
校
や
ク
メ
ー
ル
民
族
文
化
博
物
館
が

あ
る

21
。
メ
コ
ン
デ
ル
タ
地
域
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
本
国
に
い

る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
ル
ー
ツ
に
持
つ
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に

と
っ
て
は
、
現
在
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
り

22
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
国
内
に
あ
る
と
い
う
記
述
は
一
切
な
く
、
既
述
し

た
よ
う
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
に
よ
る
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。

バ
サ
ッ
ク
劇
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
、バ
サ
ッ
ク
地
域
の
ク
サ
ッ
チ
・

カ
ン
ダ
ー
ル
寺

23
の
ス
オ
と
い
う
住
職
が
還
俗
後
、
他
の
還
俗
者
や
弟
子
、

信
徒
た
ち
と
と
も
に
劇
団
を
作
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う

24
。
当
初
は
瓢

箪
棚
の
よ
う
な
枝
を
葺
い
た
だ
け
の
簡
単
な
造
り
の
芝
居
小
屋
で
上
演

し
た
の
で
瓢
箪
棚
劇
と
も
呼
ば
れ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
カ
イ
ル
オ
ン
劇

25
、

ま
た
華
人
に
よ
る
「
ヒ
ー
劇
」

26
な
ど
と
と
も
に
、
バ
サ
ッ
ク
地
域
に
存
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

在
し
た
演
劇
は
互
い
に
切
磋
琢
磨
さ
れ
て
い
っ
た
。
瓢
箪
棚
劇
の
一
座
は

他
の
劇
団
の
長
所
を
適
宜
取
り
入
れ
、
ま
た
観
客
に
よ
っ
て
使
用
言
語
を

変
え
た
こ
と
に
よ
り
、
人
気
を
博
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

カ
イ
ル
オ
ン
劇
は
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
演
劇
ト
ゥ
オ
ン
を
「
改
良
」
し
た

劇
と
い
う
意
味
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
南
部
で
最
盛
期
を
迎
え
た
新
し
い

歌
劇
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
南
西
部
の
民
謡
、
冠
婚
葬
祭
の
音
楽
と
伝
統
的

歌
劇
を
基
本
と
し
て
、
そ
こ
に
西
洋
の
映
画
、
戯
曲
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
を
組
み
合
わ
せ
、
ハ
ッ
ト
・
ボ
イ
劇
よ
り
も
大
仰
な
動
作
や
表
現
が
抑

え
ら
れ
て
い
る

27
。
ま
た
ハ
ッ
ト
・
ボ
イ
劇
と
は
ト
ゥ
オ
ン
、
ハ
ッ
ト
・

ボ
と
も
呼
ば
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
の
宮
廷
で
演
じ
ら
れ
発
展
し
た
歌
劇
で
あ

り
、
中
国
伝
統
演
劇
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
題
材
は
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国

の
古
い
説
話
な
ど
か
ら
得
て
お
り
、
動
作
、
化
粧
の
型
が
役
柄
に
よ
っ
て

決
ま
っ
て
い
る

28
。

リ
ー

29
で
は
、
一
九
三
〇
年
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
最
初
に
バ
サ
ッ
ク
劇
を

上
演
し
た
と
い
う
バ
サ
ッ
ク
地
域
出
身
の
チ
ャ
ー
・
ク
ル
オ
ン

30
へ
の
聞

き
取
り
か
ら
、そ
の
成
り
立
ち
を
述
べ
て
い
る

31
。
そ
れ
に
よ
る
と
ジ
ケ
ー

劇
を
見
飽
き
た
バ
サ
ッ
ク
地
域
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の

演
じ
る
ハ
ッ
ト
・
ボ
イ
劇
や
カ
イ
ル
オ
ン
劇
を
好
ん
で
見
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
チ
ャ
ー
・
ク
ル
オ
ン
は
、
語
り
手
を
使
わ
ず
登
場
人
物
た
ち

が
自
ら
語
り
歌
う
、
身
体
的
な
激
し
い
動
き
を
す
る
、
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム

演
劇
の
特
徴
を
取
り
入
れ
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
伝
統
演
劇
の
ひ
と
つ
で
あ

る
ジ
ケ
ー
劇
を
基
に
新
た
な
芝
居
を
作
り
だ
し
た
。
こ
れ
が
非
常
な
人
気

と
な
り
、
プ
レ
イ
ノ
ー
コ
ー

32
で
の
上
演
も
成
功
し
た
。
一
座
は
上
演
に

必
要
と
な
る
舞
台
、
大
道
具
、
小
道
具
を
ジ
ャ
ン
ク
船
に
搭
載
し
て
メ
コ

ン
川
沿
い
を
遡
り
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
を
皮
切
り
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
地
方
を

回
っ
た
。
移
動
、
運
搬
の
手
段
で
あ
っ
た
船
は
舞
台
を
設
え
る
こ
と
も
で

き
、
ま
た
一
座
の
住
居
と
も
な
っ
た

33
。
こ
う
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
こ

の
よ
う
な
芝
居
を
「
下
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
」
か
ら
来
た
劇
、
バ
サ
ッ
ク
劇
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ジ
ケ
ー
劇
と
は
、
ペ
イ
（
二
〇
〇
三
年
）

34
で

は
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
信
仰
す
る
チ
ャ
ム
人
の
文
化
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
ジ

ケ
ー
劇
や
タ
イ
の
リ
ケ
ー
劇
と
の
関
連
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る

だ
け
で
、
発
祥
の
時
期
や
場
所
に
つ
い
て
は
言
明
し
て
い
な
い
。
ジ
ケ
ー

劇
の
特
徴
は
、
ジ
ケ
ー
太
鼓
と
い
わ
れ
る
、
直
径
が
大
き
く
厚
み
の
な
い
、

手
で
叩
く
太
鼓
を
主
要
な
楽
器
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
歌
や
踊

り
の
比
率
が
高
く
、
戦
闘
の
場
面
は
少
な
い

35
。
マ
ウ
に
よ
る
と
ジ
ケ
ー

劇
の
題
材
は
「
五
〇
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
や
「
マ
ッ
ク
ト
ゥ
ン
」「
ト
ム
・
テ
ィ

ア
ウ
」
で
あ
る

36
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
サ
ッ
ク
劇
と
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ジ
ケ
ー
劇
を
基

本
に
中
国
伝
統
劇
に
影
響
を
受
け
た
ベ
ト
ナ
ム
演
劇
ハ
ッ
ト
・
ボ
イ
、
カ

イ
ル
オ
ン
を
取
り
入
れ
た
芝
居
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
．
バ
サ
ッ
ク
劇
の
爆
発
的
な
人
気

―
ス
タ
ー
の
登
場

バ
サ
ッ
ク
劇
が
人
気
を
博
し
て
い
た
時
期
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
を

受
け
た
現
代
的
な
演
劇
で
あ
る
せ
り
ふ
劇
が
登
場
し
た
。
リ
ー
で
は
せ
り

ふ
劇
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

37
。
一
九
二
七
年

の
シ
ソ
ワ
ッ
ト
・
モ
ニ
ヴ
ォ
ン
王
（
在
位
一
九
二
七
―
一
九
四
一
）
の
即
位

式
の
際
に
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
さ
ま
ざ
ま
な
舞
踊
団
、
劇
団
が
庶
民
の
娯
楽

の
た
め
に
上
演
し
た
。
一
部
の
劇
団
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
せ
り
ふ
劇
、
つ
ま

り
舞
台
設
定
や
衣
装
が
実
在
す
る
同
時
代
の
一
般
の
人
々
を
模
し
た
芝
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居
を
演
じ
て
お
り
、
歌
や
「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る
西
洋
音
楽
が

入
る
も
の
だ
っ
た
。
即
位
式
と
そ
れ
に
伴
う
祝
祭
を
見
よ
う
と
全
国
か
ら

集
ま
っ
て
き
た
人
々
は
、
今
ま
で
に
な
い
芝
居
を
目
に
し
、
こ
の
評
判
は

す
ぐ
さ
ま
全
国
に
広
が
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
既
存
に
な
い
演
劇
を
受
け
入
れ
る
素
地
の
あ
る
と
こ
ろ

に
、
さ
ら
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
外
国
か
ら
の
種
々
の
劇
団
に
よ
る
上

演
だ
っ
た
。
シ
ャ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
学
生
劇
団
が

海
外
視
察
旅
行
も
兼
ね
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
上
演
す
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス

保
護
国
政
府
が
許
可
し
た
。
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
教
員
、
学
生
、
官
吏
な

ど
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
知
識
人
層
が
、
同
様
の
現
代
的
な
劇
を
上
演
す
る
グ

ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
こ
の
よ
う
な
演
劇
を
「
テ
ア
ト
ル
劇
」
と
自
ら
称

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
嗜
好
に
合
わ
せ
て
歌
や
踊
り
も

加
え
前
座
と
し
た
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
保
護
国
政
府
も
支
援
し
、
グ
イ
・
ポ

レ
を
演
劇
専
門
家
と
し
た

38
。

そ
の
後
、
中
高
等
学
校
同
窓
会
、
作
家
協
会
、
研
究
者
の
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
劇
団
が
で
き
、
活
動
資
金
集
め
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ

主
催
の
行
事
で
上
演
す
る
よ
う
に
な
っ
た

39
。
一
九
五
五
―
五
六
年
ご
ろ

に
は
演
劇
学
を
修
め
た
国
内
の
専
門
家
を
集
め
て
国
立
の
劇
団
が
で
き
、

演
じ
ら
れ
る
劇
は
「
国
民
演
劇
」
と
称
さ
れ
た

40
。
国
内
の
現
代
小
説
や

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
モ
リ
エ
ー
ル
な
ど
の
作
品
が
上
演
さ
れ
、
一
九
五
七

年
か
ら
一
九
五
八
年
の
間
に
は
演
劇
学
校
も
設
立
さ
れ
た

41
。
こ
の
よ
う

に
せ
り
ふ
劇
の
成
立
過
程
を
見
る
と
、
バ
サ
ッ
ク
劇
と
は
異
な
り
知
識
人

層
だ
け
が
関
わ
っ
て
き
た
官
製
の
演
劇
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
三
六
年
に
創
刊
さ
れ
た
初
期
の
民
族
主
義
者
た
ち
に
よ
る
カ
ン
ボ

ジ
ア
語
紙
『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
劇
団
や
舞
踊
団
の
上

演
の
様
子
を
伝
え
、
す
ぐ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
内
容
を
連
載
で
紹
介

し
て
い
る

42
。
ま
た
せ
り
ふ
劇
に
対
し
て
支
持
的
な
記
事
が
多
く
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
シ
ソ
ワ
ッ
ト
中
高
等
学
校
の
卒
業
生
が
同
窓
会
会

員
の
親
睦
を
深
め
る
た
め
に
、
会
員
が
多
数
い
る
国
内
の
主
要
都
市
を
グ

ル
ー
プ
で
訪
問
し
、
そ
の
際
に
劇
を
上
演
し
た
記
事
が
多
数
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

　
知
識
人
階
層
は
自
分
た
ち
の
演
劇
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
バ
サ
ッ
ク

劇
と
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
ポ
レ
は
「
上
流
人
文
士
」
た
ち
が

バ
サ
ッ
ク
劇
を
軽
蔑
し
、「
王
室
の
舞
踊
の
漫
畫
と
等
し
く
、『
ジ
ャ
ワ

人
並
び
に
回
教
徒
の
流
れ
を
汲
む
』
タ
イ
の
リ
ケ
或
い
は
イ
ケ
の
新
し
い

翻
案
で
し
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る

43
。『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ

タ
』
に
お
い
て
も
バ
サ
ッ
ク
劇
に
対
し
て
は
非
常
に
批
判
的
な
記
事
を
掲

載
し
て
い
る
。
一
九
三
九
年
一
一
月
一
一
日
第
一
四
二
号
に
は
「
我
が
ク

メ
ー
ル
人
女
性
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
ま
で
バ
サ
ッ
ク
の
演
劇
を
見
る
の

を
好
む
人
が
多
い
の
か
」
と
い
う
見
出
し
で
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
疑
問
に
思
う
。
居
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
踊
り
を
見
に
行
く

だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
劇
団
員
を
連
れ
て
行
っ
て
食
事
を
ふ
る
ま
い
、
さ

ら
に
家
に
連
れ
て
行
っ
て
一
緒
に
泊
ら
せ
住
ま
わ
せ
る
。
バ
サ
ッ
ク
劇
が

好
き
に
な
っ
て
夫
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
人
ま
で
い
る
。

―
略

―
我
々
は
、「
夫
た
ち
は
も
っ
と
厳
し
く
す
る
べ
き
で
あ
る
。
妻
が
こ

の
よ
う
に
劇
団
員
に
大
騒
ぎ
す
る
の
を
放
置
し
て
お
い
て
は
い
け
な
い
」

と
理
解
す
る
。

　
ま
た
一
九
三
九
年
一
二
月
九
日
第
一
四
六
号
の
記
事
で
は
「
我
々
は
バ

サ
ッ
ク
劇
団
を
好
み
、
夫
を
忘
れ
、
兄
弟
を
忘
れ
て
し
ま
う
女
性
が
い
る
」

こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
プ
ノ
ン
ペ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
都
市
で
も
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見
ら
れ
る
現
象
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
回
、
バ
ッ
ト
・
ド
ン
ボ
ー
ン
の
我
々
の
新
聞
読
者
か
ら
、「
バ
ッ
ト
・

ド
ン
ボ
ー
ン
市
に
も
こ
の
よ
う
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
女
性
が
い
る
。
放

置
す
る
と
、
き
っ
と
こ
の
病
気
は
全
国
に
広
が
る
に
違
い
な
い
」
と
心
配

す
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
我
々
は
、「
な
ぜ
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
こ

の
よ
う
に
バ
サ
ッ
ク
劇
団
員
を
好
き
に
な
る
の
か
」と
疑
問
に
思
う
。
我
々

は
新
聞
読
者
の
皆
さ
ん
に
、
こ
の
話
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
知
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
っ
た
ら
、
我
々
に
助
力
し
て
蒙
を
啓
い
て
く
れ
る
よ
う
お
願
い
す

る
。

当
時
の
男
性
知
識
人
た
ち
が
糾
弾
す
る
ほ
ど
、
バ
サ
ッ
ク
劇
が
人
気
を
博

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

44
。
二
〇
〇
一
年
に
は
文
化
芸
術
省
の
政
務
次

官
に
な
っ
て
い
た
ペ
イ
は
次
の
よ
う
に
せ
り
ふ
劇
を
評
価
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
に
は
先
進
的
だ
っ
た
の
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
す
べ
て
の
せ
り
ふ

が
よ
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
知
識
人
が
つ
く
り
、
演
出
し
て
い

て
、
バ
サ
ッ
ク
劇
や
ほ
か
の
劇
の
よ
う
に
即
興
で
演
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
の
劇
で
は
役
者
は
演
技
や
せ
り
ふ
を
自
分
で
決
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
し
、
歌
も
思
い
つ
く
ま
ま
に
歌
う
。
だ
が
国
民
演
劇
で
は
そ
う
で
は

な
く
、
せ
り
ふ
は
す
べ
て
推
敲
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
練

ら
れ
た
演
出
が
さ
れ
て
い
る
。

45

さ
ら
に
「
バ
サ
ッ
ク
劇
を
見
に
行
く
人
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
た
い
て

い
の
場
合
、
一
般
の
人
や
知
識
人
は
あ
ま
り
見
に
行
か
な
か
っ
た
。
正
確

に
言
え
ば
、
大
衆
が
好
ん
で
見
に
行
っ
た
」
と
も
言
っ
て
い
る

46
。
ペ
イ

は
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
に
バ
サ
ッ
ク
劇
に
陰
り
が
見
え
て
き
た
理
由
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

47
。

バ
サ
ッ
ク
劇
と
は
そ
も
そ
も
文
学
、
仏
教
、
詩
歌
に
長
け
た
文
人
た
ち
が

創
り
、観
客
も
芝
居
に
対
し
敬
意
を
払
っ
て
い
た
が
、そ
の
時
（
筆
者
注
：

一
九
六
〇
年
代
）
に
は
教
養
の
み
な
ら
ず
文
字
も
書
け
な
い
よ
う
な
人
が

役
者
に
な
り
、
即
興
で
演
じ
、
言
葉
遣
い
も
不
適
切
で
耳
障
り
だ
っ
た
。

さ
ら
に
役
者
た
ち
は
賭
博
、
女
、
酒
、
薬
物
に
手
を
出
し
て
い
て
品
行
も

良
く
な
か
っ
た
こ
と
が
観
客
離
れ
の
理
由
だ
っ
た
。

周
到
な
準
備
の
上
で
上
演
す
る
せ
り
ふ
劇
と
対
極
の
、
即
興
で
演
じ
ら
れ

る
バ
サ
ッ
ク
劇
を
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
バ
サ
ッ
ク
劇
は
教

養
の
な
い
役
者
が
即
興
で
演
じ
る
大
衆
の
も
の
で
あ
り
、
せ
り
ふ
劇
は
学

識
の
高
い
知
識
人
の
も
の
、
と
い
う
認
識
が
当
時
も
現
在
も
あ
る
と
い
え

る
48

。
　

　
一
方
、
ポ
レ
は
バ
サ
ッ
ク
劇
の
人
気
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
49

。音
楽
、
歌
合
戦
、
道
化
、
詩
等
の
混
じ
り
合
っ
た
新
作
劇
を
新
し
い
も
の

と
信
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
恒
久
普
遍
の
伝
統
の
墨
守
す
る
の
と
違
っ
て
、

大
衆
の
好
む
と
こ
ろ
に
従
っ
て
絶
え
ず
発
展
を
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
集
散
地
近
辺
の
田
舎
者
は
支
那
や
安
南
の
「
当
世
風
」
を
非
常
に
好

む
の
で
、
喜
劇
も
現
在
で
は
全
然
統
一
の
な
い
諸
要
素
か
ら
な
る
驚
く
べ

き
混
合
物
で
あ
る
の
も
勢
い
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
限
ら
ず
、
一
九
五
〇
年
代
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
子
ど
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も
の
頃
の
思
い
出
を
綴
っ
た
物
語
に
も
バ
サ
ッ
ク
劇
に
夢
中
に
な
っ
た

少
年
た
ち
や
女
性
た
ち
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い

の
が
、
原
文
で
は
「
芝
居
、
劇
」
を
意
味
す
る
「
ル
カ
オ
ン
」
と
し
か
書

か
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
芝
居
の
描
写
を
見
る
と
こ
れ
が
バ
サ
ッ
ク
劇
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
当
時
の
庶
民
に
と
っ
て
芝
居
、
劇
と
い
え

ば
、
数
あ
る
演
劇
の
中
で
も
ほ
か
で
も
な
い
バ
サ
ッ
ク
劇
を
指
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
五
一
年
、
中
級
科
第
一
学
年
の
と
き
、
私
は
突
然
、
芝
居
の
虜
に
な
っ

た
。
オ
ー
ン
社
長
の
劇
場
で
や
っ
て
い
る
芝
居
で
、当
時
非
常
に
有
名
だ
っ

た
サ
ン
・
サ
ル
ン
が
主
役
を
演
じ
て
い
た
。
バ
ン
コ
ッ
ク
寺
で
は
ホ
ン
と

い
う
親
友
が
い
た
。
ホ
ン
も
寺
に
寄
宿
し
て
い
て
、
私
よ
り
は
る
か
に
芝

居
に
熱
中
し
て
い
た
。
芝
居
の
霊
が
私
に
と
り
つ
い
た
こ
と
な
ど
、
先
生

は
一
向
に
ご
存
知
な
か
っ
た

50
。 

芝
居
に
夢
中
に
な
る
う
ち
に
、
役
者
が
好
き
に
な
っ
た
。
サ
ン
・
サ
ル
ン

で
は
な
く
、
そ
の
劇
場
を
持
っ
て
い
る
社
長
の
娘
で
あ
る
女
優
が
好
き
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

51
。

サ
ン
・
サ
ル
ン
は
背
が
高
く
細
身
だ
っ
た
。
高
官
の
奥
方
た
ち
が
取
り
巻

き
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
の
噂
だ
っ
た

52
。 

　
こ
こ
に
何
度
も
登
場
す
る
サ
ン
・
サ
ル
ン
（
一
九
二
二
―
一
九
七
三
）
は
、

バ
サ
ッ
ク
劇
が
人
気
に
な
っ
て
い
く
の
と
同
時
に
一
九
四
〇
年
代
か
ら

一
九
六
〇
年
代
ま
で
一
世
を
風
靡
し
た
男
性
役
者
で
あ
る

53
。
客
席
は
い

つ
も
満
席
で
立
ち
見
が
出
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う

54
。
サ
ン
・
サ
ル
ン
は

メ
コ
ン
川
沿
い
の
ク
ロ
チ
ェ
州
の
郡
長
で
あ
っ
た
父
の
も
と
に
生
ま
れ
、

幼
い
頃
か
ら
寺
で
学
ん
だ
。
美
声
で
読
経
す
る
未
成
年
僧
と
し
て
地
元
で

は
有
名
だ
っ
た
と
い
う
。
十
六
歳
で
還
俗
す
る
と
、
父
親
の
反
対
を
押
し

切
っ
て
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
ジ
ケ
ー
劇
の
一
座
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
評

判
に
な
る
。
二
〇
歳
ご
ろ
に
は
自
分
の
一
座
を
持
ち
、
メ
コ
ン
川
沿
い
の

地
域
を
中
心
に
全
国
で
興
業
す
る
よ
う
に
な
る
。
富
裕
層
の
女
性
を
中
心

に
愛
好
者
が
増
え
続
け
、
そ
れ
を
快
く
思
わ
な
い
家
族
に
よ
る
殺
傷
沙
汰

事
件
も
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
九
五
五
年
ご
ろ
に
な
る
と

サ
ン
・
サ
ル
ン
の
出
演
し
た
作
品
は
録
音
さ
れ
、
国
営
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
全
国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

55
。

　
フ
ラ
ン
ス
保
護
国
時
代
、
お
よ
び
一
九
六
〇
年
代
は
、
バ
サ
ッ
ク
劇

の
劇
団
員
に
は
高
い
基
準
の
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
政
府
か
ら
支
援
金

が
与
え
ら
れ
た
の
で
、
演
劇
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

56
。

一
九
六
〇
年
代
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
中
で
も
と
り
わ
け

映
画
産
業
が
興
隆
し
て
い
た
が
、
映
画
制
作
に
お
い
て
、
バ
サ
ッ
ク
劇
で

上
映
さ
れ
て
い
た
物
語
を
映
画
化
す
る
と
必
ず
観
客
を
動
員
す
る
こ
と

が
で
き
た

57
。
同
時
に
、
と
く
に
都
市
部
で
は
映
画
の
人
気
と
と
も
に
バ

サ
ッ
ク
劇
は
衰
退
し
て
い
っ
た
。

　三
．
バ
サ
ッ
ク
劇
の
構
成

 
バ
サ
ッ
ク
劇
は
「
薪
を
選
ば
な
い
竈
」
で
あ
る
と
喩
え
ら
れ
る
よ
う

に
58

、
ま
た
既
述
の
ポ
レ
が
指
摘
し
た
通
り
、
そ
の
時
々
に
流
行
っ
た
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
、
民
族
の
芸
能
の
要
素
を
う
ま
く
取
り
込
み
な
が
ら
、
観

客
を
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
の
工
夫
が
常
に
行
わ
れ
進
化
し
て
い
っ
た

59
。



101

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

バ
サ
ッ
ク
劇
と
い
え
ば
、
勇
ま
し
い
銅
鑼
や
シ
ン
バ
ル
、
登
場
人
物
の

心
情
や
行
動
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
木
製
打
楽
器
の
音
、
隅
ど
り
を
施
し

た
魔
物
役
の
存
在
、
中
国
風
の
衣
装
を
つ
け
た
男
性
、
丁
々
発
止
の
立
ち

回
り
や
「
フ
オ
ン
」

60
と
呼
ば
れ
る
大
げ
さ
な
ポ
ー
ズ
な
ど
が
特
徴
的
で

あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
は
一
座
の
構
成
員
は
家
族
や
親
戚
で
あ
る
こ

と
が
多
く
、旅
回
り
を
し
て
い
た

61
。
現
在
は
文
化
芸
術
省
、州
の
文
化
局
、

あ
る
い
は
軍
隊
に
所
属
す
る
役
者
が
い
て
、
劇
団
が
創
設
さ
れ
て
い
る
機

関
も
あ
る
。
私
設
の
一
座
も
数
は
少
な
い
が
健
在
で
あ
り
、
構
成
員
は
家

族
や
親
戚
で
あ
る

62
。

こ
こ
で
は
ペ
イ
（
一
九
九
七
年
）
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
構
成
要
素
を
参

照
し
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
、
そ
し
て
現
在
の
バ

サ
ッ
ク
劇
の
構
成
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。
内
戦
が
始
ま
っ
た
一
九
七
〇

年
代
、
一
九
七
五
―
一
九
七
九
年
の
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
、
そ
の
後
の

一
九
八
〇
年
代
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

三
―
一
．
物
語

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
い
わ
ゆ
る
古
典
物
語
と
さ
れ
る
仏
陀
前
世
物
語

「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」、
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
以
後
の
王
た
ち
と
諸
侯
の
活
躍
の
物

語
が
題
材
と
し
て
好
ま
れ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
、

タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
五
十
の
ジ
ャ
ー
タ

カ
」
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
神
々
、
仙
人
、
鬼
が
登
場
し
、

王
子
や
姫
の
奇
想
天
外
な
冒
険
を
描
く
。
騎
士
や
王
子
と
美
し
い
姫
、
あ

る
い
は
村
娘
と
の
恋
、
仙
人
か
ら
の
呪
術
の
習
得
、
騎
士
と
魔
物
の
武

器
を
手
に
し
た
闘
い
と
い
っ
た
要
素
が
必
ず
含
ま
れ
る
。「
チ
ャ
ン
ソ
ン

ヴ
ァ
ー
王
子
と
ボ
パ
ー
プ
オ
ン
姫
」「
ソ
ヴ
ァ
ン
コ
マ
ー
王
子
」「
プ
レ
ア
・

ニ
ア
ン
・
オ
ン
ポ
ー
ペ
イ
姫
」「
プ
レ
ア
・
チ
ャ
ン
コ
ロ
プ
王
子
」「
騎
士

デ
チ
ョ
ー
・
ミ
ア
ハ
」
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
主
人
公
の
名
前
が
そ
の
ま

ま
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ン
コ
ー
ル
王
朝
以
後
を
舞
台
と
し
、
王

や
役
人
、
軍
人
な
ど
宮
廷
に
関
わ
る
者
以
外
に
一
般
庶
民
が
主
人
公
と
し

て
登
場
す
る
物
語
で
、
超
自
然
的
な
要
素
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
。
勧
善

懲
悪
、
因
果
応
報
が
プ
ロ
ッ
ト
と
な
っ
て
お
り
、
ど
れ
も
観
客
が
ス
ト
ー

リ
ー
の
内
容
と
登
場
人
物
に
つ
い
て
馴
染
み
の
も
の
、
あ
る
い
は
結
末
が

予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
バ
サ
ッ
ク
劇
に
特
徴
的
な
派
手
な

衣
装
や
化
粧
、
動
き
の
大
き
な
立
ち
回
り
な
ど
が
生
か
さ
れ
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

ジ
ケ
ー
劇
で
も
同
様
の
題
材
が
扱
わ
れ
る
が
、
両
者
で
の
大
き
な
違
い

は
、
バ
サ
ッ
ク
劇
は
あ
く
ま
で
も
喜
劇
で
あ
り
、
ジ
ケ
ー
劇
は
悲
劇
も
扱

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
十
七
世
紀
ご
ろ
を
舞
台
に
し
た
「
ト

ム
と
テ
ィ
ア
ウ
」
は
、
美
声
を
持
つ
若
い
僧
侶
の
ト
ム
と
美
し
い
村
娘

テ
ィ
ア
ウ
が
恋
仲
を
裂
か
れ
て
最
後
に
は
二
人
と
も
命
を
落
と
す
と
い

う
悲
恋
物
語
で
あ
る
。
バ
サ
ッ
ク
劇
で
は
演
じ
ら
れ
ず
、
ジ
ケ
ー
劇
で
の

有
名
な
演
目
と
な
っ
て
い
る

63
。
同
様
に
古
典
物
語
「
カ
ー
カ
イ
」
も
主

人
公
の
女
性
カ
ー
カ
イ
は
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
た
め
か
、
ジ
ケ
ー
劇

で
し
か
演
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
年
老
い
た
マ
ッ
ク
ト
ゥ
ン
が
傲
慢
な
王
子

に
よ
っ
て
若
く
美
し
い
妻
を
横
取
り
さ
れ
る
「
マ
ッ
ク
ト
ゥ
ン
」
は
物
語

の
終
盤
で
は
妻
が
自
殺
す
る
。
こ
の
物
語
は
ジ
ケ
ー
劇
で
演
じ
ら
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
が
、
バ
サ
ッ
ク
劇
で
演
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
人
妻
を

横
取
り
し
た
王
子
は
父
で
あ
る
王
か
ら
罰
せ
ら
れ
て
追
放
さ
れ
、
マ
ッ
ク

ト
ゥ
ン
と
妻
は
元
通
り
幸
せ
に
な
る
物
語
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
バ
サ
ッ
ク
劇
の
題
材
と
し
て
最
優
先
さ
れ
る
の
は
、

主
人
公
た
ち
が
幸
せ
な
結
末
を
迎
え
る
喜
劇
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
―
二
．  
登
場
人
物
と
演
技

男
女
と
も
役
者
と
し
て
登
場
す
る
。「
解
説
す
る
劇
」と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、

登
場
人
物
に
よ
る
セ
リ
フ
が
長
い

64
。
主
要
な
登
場
人
物
は
、
初
め
に
登

場
し
た
際
に
自
ら
の
名
前
を
観
客
に
紹
介
し
た
後
、
こ
れ
ま
で
の
成
り
行

き
を
説
明
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
行
う
行
動
に
つ
い
て
述
べ
て
か
ら
次
の
動

作
を
行
う
。
バ
サ
ッ
ク
劇
に
は
台
本
や
脚
本
は
な
く
、
座
長
が
舞
台
や
物

語
の
大
枠
や
ア
ク
シ
ョ
ン
、
セ
リ
フ
に
つ
い
て
役
者
に
指
示
し
、
役
者
は

即
興
で
演
じ
る
。
つ
ま
り
役
者
に
と
っ
て
次
に
何
が
起
こ
る
か
は
、
共
演

者
と
創
り
出
す
空
間
に
発
生
す
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
依
存
し
て

い
る

65
。
そ
こ
に
観
客
が
加
わ
り
、
そ
の
反
応
次
第
で
演
じ
方
は
変
化
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
、
特
に
主
役
級
の
男
性
役

者
は
、
歌
手
、
ナ
レ
ー
タ
ー
、
ダ
ン
サ
ー
、
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
、
パ
ン
ト
マ

イ
ム
の
す
べ
て
を
一
人
で
こ
な
す

66
。
セ
リ
フ
は
場
面
に
応
じ
て
、
普
通

の
語
り
、
詩
の
詠
唱
の
よ
う
な
話
し
方
が
あ
り
、
歌
が
多
数
含
ま
れ
る
。

王
族
や
神
々
が
登
場
す
る
物
語
で
は
、
パ
ー
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

由
来
の
単
語
を
多
用
す
る
王
族
用
語
を
使
用
す
る
の
で
文
語
調
の
長
い

セ
リ
フ
に
な
る
。
主
役
男
性
は
高
め
の
声
、
魔
物
は
低
く
太
い
だ
み
声
で

話
し
、
歌
う
。
主
役
女
性
は
甲
高
く
細
い
声
で
話
す
。
ま
た
ほ
と
ん
ど
の

場
合
、
道
化
師
役
が
二
人
い
る
。
現
在
で
は
ジ
ケ
ー
劇
の
よ
う
に
幕
前
で

道
化
師
二
人
が
物
語
を
解
説
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ポ
レ
に
よ
る
と
、
森
の

場
面
が
物
語
の
最
大
の
見
せ
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
森
に
は
野
獣
や
精
霊
が

す
み
、
魔
物
や
王
子
が
出
会
う
と
こ
ろ
だ
か
ら
だ
と
し
て
い
る

67
。

特
徴
的
な
演
技
は
「
フ
オ
ン
を
打
つ
」、
つ
ま
り
場
面
に
合
っ
た
大
げ

さ
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
性
役
者
に
限
ら
れ
て
お

り
、「
歩
く
」「
馬
に
乗
る
」
と
い
っ
た
移
動
や
、
徒
手
、
剣
、
棒
、
槍
、

弓
な
ど
の
武
器
に
よ
る
闘
い
の
場
の
「
フ
オ
ン
」
が
あ
る

68
。
一
方
、
女

性
た
ち
の
舞
踊
は
、
ジ
ケ
ー
劇
と
同
様
、
宮
廷
舞
踊
に
類
似
し
て
い
る
。

一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
は
、
大
規
模
な
バ
サ
ッ
ク
劇
団
で
、
元
宮

廷
の
踊
り
子
た
ち
が
劇
団
の
若
い
女
性
た
ち
に
宮
廷
舞
踊
の
基
礎
を
教

え
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う

69
。
ま
た
前
述
の
せ
り
ふ
劇
の
影
響
を
受
け
、

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
上
演
で
は
前
座
で
女
性
が
短
い
ス
カ
ー
ト
を
は

い
て
膝
を
出
し
て
躍
る
「
西
洋
の
踊
り
」
が
あ
っ
た

70
。

集
客
の
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
さ
れ
て
き
た
。
一
九
五
〇
年
か

ら
一
九
五
五
年
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
イ
ン
ド
映
画
が
流
行
し
た
こ
と
か

ら
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
た
ち
は
、
額
を
赤
い
印
で
装
飾
し
、
イ
ン
ド
舞

踊
の
動
き
を
取
り
入
れ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
映
画
産
業
が
活
況
と
な
っ

た
際
に
は
中
国
活
劇
映
画
で
の
武
術
や
叫
び
方
を
取
り
入
れ
た

71
。
ま
た

せ
り
ふ
劇
が
流
行
す
る
と
、
せ
り
ふ
劇
の
よ
う
に
日
常
生
活
で
の
会
話
の

よ
う
な
自
然
な
せ
り
ふ
回
し
を
取
り
入
れ
、
カ
ン
プ
チ
ア
・
ク
ラ
オ
ム
に

独
特
な
ア
ク
セ
ン
ト
、
お
よ
び
語
尾
を
柔
ら
か
く
長
く
す
る
話
し
方
を
や

め
た
と
い
う
。
ま
た
言
葉
遣
い
に
対
す
る
批
判
が
起
こ
っ
た
際
に
は
、
一

部
の
劇
団
は
王
立
芸
術
大
学
の
教
員
が
書
い
た
脚
本
を
使
用
し
、
自
由
度

が
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

72
。
そ
の
他
、
一
九
六
〇
年
代
で
は
、
観
客

層
に
よ
っ
て
演
目
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
十
一
月
に
首

都
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
行
わ
れ
る
水
祭
り
に
は
地
方
か
ら
大
勢
の
客
が
上
京

し
た
。
地
方
か
ら
の
客
は
信
仰
心
が
篤
く
、
ま
た
保
守
的
な
傾
向
に
あ
っ

た
の
で
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
の
題
材
を
上
演
し
、
二
月
前
後
の
春
節
の
際
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に
は
中
国
風
の
要
素
が
多
い
も
の
を
上
演
し
た

73
。
現
在
で
は
ポ
ッ
プ
ス

歌
手
前
座
と
し
て
流
行
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
多
い

74
。

三
―
三
．
音
楽

楽
器
は
大
小
の
樽
型
太
鼓
ス
コ
ー
、低
音
域
の
二
弦
の
弦
楽
器
ト
ロ
ー
・

ウ
ー
、
高
音
域
の
二
弦
の
弦
楽
器
ト
ロ
ー
・
チ
ェ
ー
、
大
小
の
洋
琴
ク
ム
、

シ
ン
バ
ル
で
あ
る
チ
ャ
ー
プ
、
小
型
シ
ン
バ
ル
の
チ
ュ
ン
、
小
さ
い
箱
型

の
木
魚
パ
ン

75
、
ラ
オ

76
、
キ
ア
、
パ
オ
、
ロ
ッ
ク

77
な
ど
中
国
伝
来
の
楽

器
を
主
に
使
用
す
る

78
。
こ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
の
伝
統
楽
器
で
あ
る
竹
笛
ク
ロ
イ
も
現
在
は
使
用
し
て
い
る
。
歌
の
伴

奏
に
は
二
弦
楽
器
、
洋
琴
を
使
う
。
戦
闘
の
シ
ー
ン
で
は
速
い
リ
ズ
ム
で

太
鼓
と
銅
鑼
を
叩
く
。
現
在
で
は
ド
ラ
ム
セ
ッ
ト
の
シ
ン
バ
ル
を
銅
鑼
の

代
わ
り
と
し
た
り
、
呼
子
笛
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　
物
語
が
始
ま
る
前
に
登
場
人
物
全
員
が
舞
台
に
立
ち
、「
祝
福
の
歌
」

を
芸
能
の
神
へ
の
感
謝
の
た
め
に
歌
う
。
ま
た
上
演
終
了
の
際
に
は
観
客

と
の
別
離
の
儀
式
と
し
て
、
観
客
に
対
す
る
感
謝
と
祝
福
を
こ
め
て
出
演

者
全
員
が
再
び
登
場
し
て
「
月
の
光
」
な
ど
を
歌
う
。
現
在
は
テ
レ
ビ
番

組
で
は
、
開
演
の
歌
は
、
数
人
の
女
性
が
楽
団
の
そ
ば
で
着
席
し
た
ま
ま

歌
う
こ
と
も
あ
る
。

一
九
九
三
年
に
王
立
芸
術
大
学
の
調
査
団
が
行
っ
た
調
査
で
は
、
現
存

し
て
い
る
バ
サ
ッ
ク
の
歌
曲
を
四
つ
に
分
類
し
、「
一
．
純
粋
に
バ
サ
ッ

ク
劇
の
曲
」
は
二
十
八
曲
、「
二
．
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
の
影
響
を
受
け
た

曲
」
は
二
十
二
曲
、「
三
．
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
た
曲
」
は
十
六
曲
、

「
モ
ハ
オ
リ
ー

79
か
ら
利
用
し
た
曲
」
が
八
十
九
曲
と
な
っ
て
い
る

80
。
フ

ラ
ン
ス
の
影
響
を
受
け
た
曲
と
し
て
は
「
ワ
ル
ツ
」「
マ
イ
オ
ン
」「
タ
ン

ゴ
シ
ナ
ワ
」「
パ
ロ
マ
ン
」「
ロ
マ
ン
シ
コ
」「
ア
デ
ュ
ー
、
ハ
ワ
イ
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
曲
か
ら
役
者
が
自
由
に
選
択
し
て
歌

う
。

三
―
四
．
衣
装

古
典
的
な
物
語
で
は
、
主
要
な
男
性
の
登
場
人
物
で
あ
る
王
族
や
魔
物

は
、
中
国
伝
統
劇
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ク
バ
ン

81
と
呼
ば
れ
る
煌
び
や
か

な
被
り
物
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
体
的
に
中
国
風
の
衣
服
に
革
靴
や
ブ
ー

ツ
を
履
い
て
い
る
。
主
役
級
の
女
性
は
、
人
間
で
あ
っ
て
も
魔
物
で
あ
っ

て
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
古
典
舞
踊
の
衣
装
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
衣

装
、
た
と
え
ば
ア
ラ
ブ
文
化
圏
風
の
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
女
性
は
悪

役
で
あ
る
。
マ
ン
ト
を
着
用
し
て
い
る
人
物
は
、
人
間
、
魔
物
に
か
か
わ

ら
ず
悪
役
で
あ
る
。

主
役
男
性

は
白
粉
の
厚

化
粧
に
し
て

眉
や
唇
も

く
っ
き
り
と

色
を
つ
け
、

端
正
さ
を
表

す
。
女
性
の

場
合
は
写
実

的
な
舞
台
化

隅どりをした魔物役。（2006 年、撮影：福富友子氏）
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粧
で
あ
る
。
主
役
の
ラ
イ
バ
ル
役
と
し
て
登
場
す
る
魔
物
は
手
の
込
ん
だ

隅
ど
り
を
す
る
。
人
間
の
男
と
魔
物
の
女
の
間
に
生
ま
れ
た
子
は
、
こ
の

化
粧
を
顔
の
縦
半
分
に
す
る
。
端
役
の
魔
物
や
道
化
役
は
薄
く
白
く
塗
る

だ
け
で
あ
る
。

　

三
―
五
．
舞
台

一
九
三
七
年
ご
ろ
か
ら
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
は
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
も

多
く
な
っ
た
。
劇
場
は
一
座
が
所
有
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
所
有
者

は
別
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
や
映
画
が
上
映
さ
れ
る

劇
場
も
あ
れ
ば
バ
サ
ッ

ク
劇
専
用
の
劇
場
も
多

く
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
六
〇
年

代
ご
ろ
ま
で
に
は
プ
ノ

ン
ペ
ン
に
は
専
用
劇
場

が
十
二
か
所
あ
っ
た
と

い
う

82
。
現
在
で
は
劇
団

の
移
動
と
大
道
具
等
の

運
搬
の
た
め
に
ト
ラ
ッ

ク
を
使
用
し
、
仮
設
舞

台
を
上
演
の
た
び
に
設

営
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
る

83
。

　
屋
外
の
観
客
席
は
ご

ざ
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
低
い
椅
子

で
あ
る

84
。
舞
台
の
背
景

に
は
書
き
割
り
幕
を
使

用
す
る
。
基
本
的
に
は

中国風の衣装を身に付けた役者。（2006 年、撮影：福富友子氏）

カンボジア古典舞踊の衣装を付けた役者。（2015 年、撮影：吉田育代氏）
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王
宮
内
、
広
場
、
森
あ
る
い
は
海
の
三
種
類
だ
が

85
、
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ

ト
が
描
き
こ
ま
れ
た
王
宮
の
外
、
天
界
、
村
人
の
家
の
前
な
ど
に
代
わ
る

場
合
も
あ
る
。
観
客
の
目
の
前
で
こ
の
書
き
割
り
幕
が
す
ば
や
く
降
下
、

あ
る
い
は
上
昇
す
る
こ
と
で
場
面
が
変
わ
る
。
場
面
の
転
換
に
は
速
い
リ

ズ
ム
の
銅
鑼
、
太
鼓
の
音
、
ま
た
は
呼
子
笛
が
鳴
ら
さ
れ
る

86
。
一
方
、

劇
場
で
は
書
き
割
り
だ
け
で
は
な
く
、
建
物
や
木
、
岩
な
ど
の
大
道
具
が

使
わ
れ
、
一
幕
ご
と
に
舞
台
の
配
置
を
変
え
る
た
め
に
緞
帳
を
降
ろ
す
よ

う
に
な
っ
て
い
る

87
。
舞
台
の
上
に
は
机
一
つ
、
布
の
か
か
っ
た
長
椅
子

が
置
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い

88
。
照
明
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
用
し
、

流
れ
る
水
、
流
れ
る
雲
、
雨
、
嵐
、
雷
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
テ
レ
ビ
放
送
用
で
は
、
魔
術
を
使
う
場
面
な
ど
は
簡
単
な
Ｃ
Ｇ
が
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
テ
レ
ビ
・
ス
タ
ジ
オ
で
の
上
演
で
は
、
セ
リ
フ

の
多
い
役
者
は
ヘ
ッ
ド
マ
イ
ク
を
使
用
し
、
そ
れ
以
外
の
役
者
は
ハ
ン
ド

マ
イ
ク
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
野
外
で
は
舞
台
前
の
セ
ン
タ
ー
に

マ
イ
ク
機
材
な
ど
が
吊
る
さ
れ
た
り
、
照
明
機
材
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

客
席
か
ら
は
非
常
に
舞
台
が
見
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

三
―
六
．
上
演
の
と
き

一
九
六
〇
年
代
は
切
符
を
一
座
が
販
売
し
て
い
た

89
。
農
業
を
営
む
人

た
ち
は
季
節
に
よ
っ
て
は
現
金
を
持
た
ず
、
収
穫
物
で
観
劇
料
の
代
わ
り

と
し
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

90
。
現
在
で
は
地
方
で
行
わ
れ
る
法
事
の
際
の

奉
納
芝
居
と
し
て
法
事
の
主
催
者
が
一
座
を
雇
い
あ
げ
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
観
劇
料
は
無
料
で
あ
る

91
。

野
外
で
上
演
さ
れ
る
場
合
に
は
、
十
一
月
か
ら
五
月
初
め
ご
ろ
の
乾
季

の
日
没
後
で
あ
る
。
屋

内
で
あ
っ
て
も
日
没
後

に
上
演
す
る
も
の
と
習

慣
化
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る

92
。
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、「
解
説
す

る
劇
」
で
あ
る
た
め
、

一
九
七
〇
年
代
ま
で
は

一
つ
の
物
語
を
演
じ
き

る
の
に
三
晩
、
七
晩
続

く
と
い
う
の
が
一
般
的

で
あ
っ
た

93
。
現
在
で

は
、
野
外
で
の
公
演
で

は
依
然
と
し
て
六
時
間

以
上
か
か
る
も
の
も
あ

る
が
、
二
時
間
ほ
ど
の

短
縮
版
に
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
。
ま
た
テ
レ

ビ
番
組
と
し
て
ホ
ー
ル
で
の
上
演
を
公
開
放
送
す
る
場
合
に
は
、
司
会
者

が
場
面
ご
と
の
あ
ら
す
じ
を
説
明
し
て
か
ら
、
重
要
な
場
面
だ
け
を
演
じ

一
時
間
ほ
ど
で
終
了
す
る
こ
と
も
あ
る
。

四
．
お
わ
り
に

―
「
大
衆
の
た
め
の
芸
能
」
か
ら
新
た
な
「
国
民
演
劇
」

と
し
て

上演に集まる近隣の住民。（2006 年、撮影：福富友子氏）
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バ
サ
ッ
ク
劇
の
庶
民
へ
の
人
気
の
高
さ
は
、
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年

代
の
政
府
に
よ
っ
て
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
の
効
果
は

す
で
に
『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
に
お
い
て
劇
が
庶
民
を
啓
蒙
す
る
手
段
に
な

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

94
。

劇
は
、
そ
の
演
出
家
が
高
等
な
知
識
学
問
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
話
を
書
い

て
公
演
し
て
、
そ
れ
を
見
た
人
に
気
付
か
せ
、
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
、
あ

る
い
は
心
を
導
い
て
良
く
、
あ
る
い
は
悪
く
行
動
さ
せ
る
た
め
の
ひ
と
つ

の
方
法
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
に
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
と
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
掌
握
す
る
ク
メ
ー
ル
・

ル
ー
ジ
ュ
と
の
内
戦
が
激
化
し
た
一
九
七
〇
年
代
前
半
は
、
政
府
の
正
当

性
と
政
策
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
、
バ
サ
ッ
ク
劇
を
上
演
し
て
村

人
を
集
め
た
。
一
か
所
に
多
く
の
人
々
を
呼
び
集
め
る
の
に
は
、
バ
サ
ッ

ク
劇
の
上
演
が
効
果
的
で
あ
っ
た

95
。
一
九
七
五
年
か
ら
四
年
近
く
続
い

た
極
端
な
共
産
主
義
を
急
速
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権

で
も
、
伝
統
芸
能
は
旧
社
会
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た

が
、
バ
サ
ッ
ク
劇
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
人
々
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
道
具

と
し
て
使
わ
れ
た
。
派
手
な
衣
装
の
代
わ
り
に
黒
い
農
民
服
と
赤
い
格
子

柄
の
手
拭
い
を
身
に
つ
け
て
、
ベ
ト
ナ
ム
に
よ
る
脅
威
が
あ
る
こ
と
を

人
々
に
喚
起
し
、
米
の
増
産
、
堤
防
建
設
、
鉄
道
修
理
に
つ
い
て
演
じ
た

96
。

ま
た
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
の
空
爆
を
受
け
た
サ
イ
同
志
が
、
身
を

呈
し
て
ア
メ
リ
カ
人
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
撃
ち
落
と
し
命
を
捧
げ
た
話
な
ど

も
上
演
し
た
と
い
う

97
。

ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
直
後
に
登
場
し
た
娯
楽
も
バ
サ
ッ
ク
劇
だ
っ

た
。
全
国
で
何
百
と
い
う
劇
団
が
残
っ
て
い
た

98
。
観
劇
料
は
籾
米
だ
っ

た
99

。
そ
の
後
約
一
〇
年
間
続
く
ベ
ト
ナ
ム
主
導
型
の
社
会
主
義
国
家
で

は
カ
ン
ボ
ジ
ア
的
な
要
素
を
強
く
打
ち
出
す
傾
向
に
な
り
、
衣
装
も
そ
れ

に
従
っ
た
と
い
う
100

。
お
そ
ら
く
中
国
的
な
要
素
が
取
り
除
か
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
時
代
に
は
全
国
各
州
の
州
都
に
あ
る
州
庁
内
の
文
化

局
に
所
属
す
る
バ
サ
ッ
ク
劇
団
が
創
設
さ
れ
、
全
国
一
を
競
う
大
会
も
催

さ
れ
た
101

。
国
営
ラ
ジ
オ
で
は
専
属
の
劇
団
が
設
立
さ
れ
、
上
演
さ
れ
た

内
容
を
放
送
し
、
娯
楽
の
少
な
い
当
時
、
非
常
な
人
気
を
博
し
た
。
こ
れ

ら
国
営
ラ
ジ
オ
放
送
で
の
バ
サ
ッ
ク
劇
は
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
作
家

テ
ィ
ー
・
チ
ー
フ
オ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
脚
本
が
書
か
れ
た
102

。
一
方
ポ
ル
・

ポ
ト
政
権
崩
壊
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ
イ
国
境
に
設
け
ら
れ
た
難
民
キ
ャ

ン
プ
内
に
も
、
芝
居
小
屋
が
作
ら
れ
さ
ま
ざ
ま
な
芝
居
が
演
じ
ら
れ
、
大

変
な
人
気
だ
っ
た
と
い
う
103

。
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
バ
サ
ッ
ク
劇
が
健
在

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
難
民
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に

渡
っ
た
王
立
芸
術
大
学
の
バ
サ
ッ
ク
劇
専
攻
の
元
学
生
た
ち
が
、
民
間
団

体
の
支
援
に
よ
っ
て
パ
リ
で
上
演
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
104

。

東
西
冷
戦
の
終
焉
と
と
も
に
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
国
連
主
導
に
よ
る
総
選

挙
を
経
て
、
一
九
九
三
年
か
ら
王
制
を
復
活
さ
せ
、
複
数
政
党
制
、
市

場
経
済
を
導
入
し
た
。
経
済
発
展
が
進
む
に
つ
れ
て
、
他
の
伝
統
芸
能

同
様
、
バ
サ
ッ
ク
劇
も
政
府
や
民
間
組
織
の
保
護
な
く
し
て
は
立
ち
行

か
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。『
ジ
ケ
ー
と
バ
サ
ッ
ク
劇
』
が
執
筆
さ
れ
た

一
九
九
六
年
に
は
す
で
に
バ
サ
ッ
ク
劇
は
風
前
の
灯
で
あ
る
、
と
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
る
105

。
二
〇
〇
一
年
に
は
「
後
継
者
問
題
が
心
配
」「
ベ
ト

ナ
ム
政
府
が
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
一
民
族
の
伝
統
芸
能
と
し
て
し
ま
う
」
と

バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
た
ち
が
危
惧
し
て
い
る
106

。
さ
ら
に
二
〇
一
三
年
に

は
「
生
活
苦
の
た
め
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
か
ら
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
に
転
身
し

た
」「
雇
い
上
げ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
の
で
上
演
の
機
会
が
な
い
」
と
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

い
っ
た
役
者
の
意
見
や
「
バ
サ
ッ
ク
劇
は
年
寄
り
の
も
の
と
若
者
が
誤
解

し
て
い
る
」
と
い
う
王
立
芸
術
大
学
教
員
の
意
見
が
出
て
い
る
107

。

こ
の
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
国
営
テ
レ
ビTV

K

や
複
数
の
民
放
テ
レ
ビ
局
で
は
、
伝
統
芸
能
を
紹
介
す
る
番
組
を
定
期
的

に
制
作
、
放
送
し
て
い
る
108

。
芸
術
芸
能
分
野
で
才
能
あ
る
子
ど
も
を
発

掘
す
る
た
め
の
視
聴
者
参
加
型
の
番
組
も
あ
り
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
魔
物
役

を
こ
な
す
子
ど
も
が
登
場
し
て
い
る
109

。

ま
た
若
者
を
視
聴
対
象
と
し
た
テ
レ
ビ
放
送M

Y
TV

で
は
、
バ
サ
ッ

ク
劇
風
コ
メ
デ
ィ
と
い
う
よ
う
な
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を
打
ち
出
し
て
い

る
。
バ
サ
ッ
ク
劇
の
プ
ロ
の
役
者
を
数
名
入
れ
る
他
は
、
人
気
コ
メ
デ
ィ

ア
ン
を
多
用
し
て
い
る
。
古
典
物
語
と
思
わ
れ
る
舞
台
設
定
で
あ
り
な
が

ら
、
携
帯
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
と
い
っ
た
現
代
的
な
要
素
を
小
道
具
や
セ

リ
フ
に
取
り
入
れ
、
弾
力
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
効
果
音
を
打
楽
器
に
加

え
て
使
用
し
て
い
る
以
外
は
一
般
的
な
バ
サ
ッ
ク
劇
と
同
様
の
構
成
で

あ
る
。
ま
た
『
パ
イ
リ
ン
の
ば
ら
』
の
よ
う
に
国
語
教
科
書
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
な
現
代
小
説
を
コ
メ
デ
ィ
タ
ッ
チ
に
し
た
も
の
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
の
動
き
と
観
客
の
嗜
好
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い

く
こ
と
は
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
か
つ
て

ポ
レ
が
「
全
然
統
一
の
な
い
諸
要
素
か
ら
な
る
驚
く
べ
き
混
合
物
で
あ

る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
れ
が
分
解
し
消
化
さ
れ
、
現
在
の
不
器
用

な
作
品
が
、
新
し
い
喜
劇
役
者
の
想
像
力
を
得
て
新
し
く
蘇
る
時
に
こ

そ
、
新
し
い
カ
ム
ボ
ジ
ャ
の
喜
劇
は
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
」
と
語
っ

て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
110

。

ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
バ
サ
ッ
ク
劇
の
現
況
も
述
べ
て
お
く
。
ソ
ク
チ
ャ
ン

省
ソ
ク
チ
ャ
ン
市
に
は
、
ク
メ
ー
ル
民
族
芸
術
歌
舞
団
が
あ
り
、
省
文
化

局
が
民
族
文
化
の
ひ
と
つ
と
認
め
て
後
援
し
て
い
る
他
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ

全
域
で
の
巡
回
公
演
や
、
中
国
へ
の
公
演
に
も
行
っ
て
い
る
と
い
う
111

。

一
方
、
民
間
の
一
座
も
あ
る
。
一
九
六
三
年
に
旗
揚
げ
し
た
ソ
ク
チ
ャ
ン

省
の
リ
ア
ス
メ
イ
・
プ
ロ
テ
ィ
ー
プ
一
座
は
、
現
在
五
〇
人
の
劇
団
員
を

抱
え
、
一
年
に
一
〇
〇
回
以
上
の
公
演
を
し
て
い
る
。
特
に
乾
季
に
は
、

村
と
村
人
た
ち
の
安
全
祈
願
の
た
め
の
「
村
の
演
芸
祭
」
が
開
催
さ
れ
る

の
で
、各
地
を
巡
回
し
て
い
る
と
い
う
112

。
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
で
は
バ
サ
ッ

ク
劇
の
演
目
で
は
な
い
、カ
ン
ボ
ジ
ア
版
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
「
リ
ア
ム
ケ
ー
」

は
こ
こ
で
は
上
演
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
南
部
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
最
大

の
都
市
で
あ
る
カ
ン
ト
ー
市
の
テ
レ
ビ
放
送
局C

A
N

TH
O

 V
TV

で
は
、

劇
場
で
の
バ
サ
ッ
ク
劇
で
の
公
演
を
公
開
放
送
し
て
い
る
。
舞
台
装
置
や

演
技
、
音
楽
が
洗
練
さ
れ
、
大
衆
演
劇
の
感
が
薄
く
な
っ
て
い
る
。

『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
の
も
と
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

国
内
の
経
済
分
野
や
行
政
分
野
で
台
頭
す
る
中
国
人
や
ベ
ト
ナ
ム
人
に

劣
っ
て
は
な
ら
な
い
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
と
し
て
の
民
族
覚
醒
を
訴
え
た
。

そ
の
読
者
層
は
西
洋
の
影
響
を
受
け
た
せ
り
ふ
劇
を
国
民
演
劇
と
し
て

確
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
一
方『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』の
読
者
層
で
は
な
か
っ

た
一
般
庶
民
は
バ
サ
ッ
ク
劇
を
熱
狂
的
に
支
持
し
た
。
バ
サ
ッ
ク
劇
は
中

国
や
ベ
ト
ナ
ム
の
芸
能
文
化
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
要
素
を
巧
み
に
混
ぜ
な

が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
「
融
合
せ
ず
、
共
存
」
113

し
た
ま
ま
変
容
し

て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
バ
サ
ッ
ク
劇
の
特
徴
と
し
て
精
製
さ
れ
た
の

が
、
本
稿
で
整
理
し
て
き
た
、
①
喜
劇
、
②
フ
オ
ン
の
演
技
、
③
特
殊
な

化
粧
、
④
金
属
製
や
木
製
の
打
楽
器
の
使
用
、
⑤
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い

柔
軟
性
、
と
い
う
五
点
で
あ
る
。

バ
サ
ッ
ク
劇
は
現
在
、「
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
オ
ペ
ラ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
114

、
あ
る
い
は
「
オ
ペ
ラ
と
い
う
よ
り
は
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
パ
ン
ク
」
115

と
欧
米
人
に
評
価
さ
れ
る
。
上
演
中
に
観
客
が
自
由
に
し
ゃ
べ
り
、
食
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べ
、
動
き
回
る
こ
と
が
可
能
な
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
に
お
け
る
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
マ
ス
・
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
116

。
政
府
や
知
識
人
層

は
、
伝
統
芸
能
と
し
て
の
側
面
を
持
て
な
い
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
せ
り
ふ

劇
を
か
つ
て
国
民
演
劇
と
規
定
し
た
が
、
結
局
時
代
を
経
て
国
民
に
は
支

持
さ
れ
な
か
っ
た
117

。
そ
し
て
今
、
劇
場
や
ス
タ
ジ
オ
な
ど
制
約
の
多
い

空
間
で
の
バ
サ
ッ
ク
劇
を
新
た
な
国
民
演
劇
と
し
て
再
評
価
し
つ
つ
あ

る
。
だ
が
バ
サ
ッ
ク
劇
に
関
す
る
言
説
は
ベ
ト
ナ
ム
と
の
関
わ
り
を
意
識

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
118

。

こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

謝
辞

　
本
研
究
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
坂
本
恭
章
本
学
名
誉
教
授
に
よ
る

『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
の
日
本
語
訳
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
カ

ン
ボ
ジ
ア
語
資
料
に
見
ら
れ
た
中
国
語
起
源
と
推
測
さ
れ
る
単
語
に
つ

い
て
は
、
本
学
の
川
島
郁
夫
教
授
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝

の
意
を
表
す
。

　
　
　

註

1
　
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
国
名
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
語
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
化
と
い
う
よ
う
に
使
用
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
ク
メ
ー
ル
は
民
族
名
で
あ
る
。
本
稿
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
主
と

し
て
使
用
す
る
が
、
引
用
文
献
に
従
っ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
同
様
の
意
味
で
カ
ム
ボ
ジ
ャ
、

カ
ン
プ
チ
ア
、
ク
メ
ー
ル
を
使
用
す
る
。

2
　ព

េជ
្រទុំក

្រវិល
. ទ

ស
្ស

ន
ីយ

ភ
ាព

ខ
ែ្ម

រ. គ
ណ

ៈក
ម

្ម
ាក

ារស
្រាវជ

្រាវស
ិល

្ប
ៈវប

្

ប
ធ

ម
៍. ២

០
០

៣
.

3
　U

N
ESC

O
, “Latest N

ew
s and Events” C

am
bodia, Intangible H

eritage.

<http://w
w

w
.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&

pg=00311&
topic=m

p&
cp=

K
H

> （
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
四
日
）

4
　
ポ
レ
、グ
イ
「
第
六
章
」、1
『
カ
ム
ボ
ヂ
ァ
民
俗
誌: 

ク
メ
ー
ル
族
の
慣
習
』
グ
イ
・

ポ
レ
、
エ
ヴ
リ
ー
ヌ
・
マ
ス
ペ
ロ
共
著
、
大
岩
誠
・
浅
見
篤
訳
、
生
活
社
、
一
九
四
四
年
。

5
　
同
書
の
二
九
四
頁
で
は
、「
バ
サ
ッ
ク
劇
」
と
い
う
名
称
で
は
な
く
、「
喜
劇
」
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
喜
劇
は
好
意
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
宮
廷

舞
踊
が
「
身
振
り
の
退
屈
な
連
続
、
そ
の
静
か
な
繰
り
返
し
、
無
表
情
な
顔
」
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

6
　B

randon, Jam
es R

., T
heatre in Southeast A

sia, H
arvard U

niversity Press. 1967.

7
　
笹
川
秀
夫
『
ア
ン
コ
ー
ル
の
近
代
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
年
、
八
八
―

九
二
頁
に
よ
る
と
、
一
九
二
六
年
創
刊
の
現
在
も
不
定
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
雑
誌
で
、

宗
教
、
歴
史
、
文
学
、
言
語
な
ど
の
分
野
を
扱
い
、
読
者
に
幅
広
い
知
識
を
供
給
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

8
　ល

ីធ
ាម

ត
េង

. "ក
ារស្

រាវជ្
រាវអំ

ពី
ល

្ខោ
ន

ខ្ម
ែរ" ១

៩
៧

១
, in C

ultures of Inde-

pendence. R
eyum

.

9
　ព

េជ
្រទុំក

្រវិល
. យ

ីក
េ ន

ិង
 ល

្ខ
ោ

ន
ប

ាស
ាក

់ ស
ាក

ល
វិទ្យ

ាល
័យ

ភ
ូម

ិន
្ទវិច

ិត
្រ

ស
ិល

្ប
ៈ, ១

៩
៩

៧
.

10
　ម

៉ៅ
 ភ

ឿ
ង

 ស
្វែង

យ
ល

់ជ
ុំវិញ

ស
ិល

្ប
ៈត

ន
្ដ

្រីខ្ម
ែរ. ១

៩
៩

៨
.

11
　K

hing H
oc D

y. 1987. “C
hinese literary influence on C

am
bodia in the 19th 

and the 20th centuries” in SA
LM

O
N

, C
laudine ed.: Literary m

igrations: traditional 

chinese fi ction in A
sia (17-20th centuries). Pékin: International C

ulture Publishing. 

pp.321-372.

12
　Ly D

aravuth and Ingrid M
uan. C

ultures of Independence. R
eyum

. 2001.

13
　
た
と
え
ばG

aston K
N

O
SP “Le théâtre en Indochine”, A

nthropos, 1908, pp. 



109

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

280-293.

で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
演
劇
と
し
て
「
シ
ャ
ム
の
影
響
を
受
け
た
宮
廷
舞
踊
」

の
み
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
筆
者
未
見
で
は
あ
る
が
、D

U
PA

IG
N

E, B
ernard. 

“R
enouveau du théâtre B

assac”, C
am

bodge, sam
edi 28 février 1970, p. 3. (revue 

en français éditée à PPenh), A
nuw

at, “Le théâtre dans la vie khm
ère”, A

nuw
at, N

° 

4, Paris, 1977, pp. 17-23.

が
あ
る
。
一
般
書
と
し
て
は
遊
佐
た
い
ら
『
ス
ー
は
き
っ

と
踊
り
つ
づ
け
る

―
カ
ン
ボ
ジ
ア
舞
踊
家
イ
ム
・
キ
ム
ス
ー
ル
の
半
生
』
工
作
舎
、

一
九
九
九
年
、
が
あ
る
。
同
書
は
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
を
目
指
し
て
い
た
女
性
、
イ

ム
・
キ
ム
ス
ー
ル
の
半
生
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
キ
ム
ス
ー
ル
は
、
一
九
六
〇
年

代
末
の
中
学
生
の
頃
か
ら
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
王
立
芸
術
大
学
民
族
舞
踊
学
科
で
バ
サ
ッ
ク

劇
を
学
び
、
一
九
七
三
年
か
ら
同
学
科
の
学
生
一
〇
人
と
と
も
に
台
湾
台
北
市
に
あ
る

国
立
台
湾
藝
術
専
科
学
校
、
お
よ
び
京
劇
専
門
の
内
湖
国
立
復
興
劇
校
で
合
計
に
留
学

し
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
に
な
っ
た
た
め
、
混
乱
の
た
め
帰
国
で
き
ず
、

一
九
七
六
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
難
民
と
な
っ
て
渡
っ
た
。

14
　
映
像
資
料
はyou tube

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。lakhaon basak

、

lakhon basak,ល
្ខោ

នបាស
ាក់

の
い
ず
れ
か
で
検
索
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
二
万
件
の

結
果
が
出
る
。
こ
れ
ら
は
大
き
く
分
け
て
映
像
資
料
、
音
声
資
料
が
あ
る
。
前
者
は
テ

レ
ビ
番
組
、
野
外
上
演
の
記
録
、
後
者
は
ラ
ジ
オ
番
組
の
音
声
、
劇
で
の
挿
入
歌
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
番
組
に
は
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ト
ー
のV

TV
C

antho

、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
営
放
送

TV
K

、
民
放
のC

TN

、M
Y

TV

、SEATV

、B
ayon TV

で
放
送
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

野
外
上
演
の
記
録
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
、
ベ
ト
ナ
ム
国
内
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ

ン
ス
な
ど
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
主
催
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
映
像
、

音
声
資
料
は
い
ず
れ
も
す
べ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、V

TV
C

antho

の

映
像
も
含
め
て
使
用
し
た
。

15
　Ly and M

uan op. cit. p.95.

16
　
高
田
洋
子
『
メ
コ
ン
デ
ル
タ
の
大
土
地
所
有
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
、
二
七
八
―
二
八
〇
頁
。

17
　
同
書
、
九
五
頁
。

18
　
大
橋
久
利
、
ト
ロ
ン
・
メ
ア
リ
ー
『
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
中
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
民
族
』
古

今
書
院
、
一
九
九
四
年
、
二
八
〇
頁
。

19
　
ベ
ト
ナ
ム
の
少
数
民
族
委
員
会
の
二
〇
一
〇
年
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
国

内
に
い
る
ク
メ
ー
ル
人
は
一
一
一
万
二
千
二
八
六
人
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。<http://

cem
a.gov.vn/w

ps/portal/cem
a/ethnic/ > 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四

日
）

20
　
大
橋
・
ト
ロ
ン
（
前
掲
書
、
一
七
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
発
表
で

一
九
九
三
年
の
時
点
で
四
五
〇
寺
院
あ
っ
た
と
い
う
。

21
　
同
書
、
一
八
六
頁
。

22
　
高
田
（
前
掲
書
、
三
六
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
六
年
調
査
時
に
ク
メ
ー
ル
人

高
齢
者
の
中
に
は
、
仏
領
時
代
以
前
の
ス
ロ
ッ
ク
や
プ
ム
と
い
っ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
行

政
区
分
の
領
域
概
念
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
い
た
人
も
い
た
と
い
う
。

23
　
高
田
洋
子
、『
メ
コ
ン
デ
ル
タ
―
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の
記
憶
』
新
宿
書
房
、

二
〇
〇
九
年
、
一
六
二
頁
に
よ
る
と
、
チ
ャ
ヴ
ィ
ン
省
の
ホ
ア
ト
ゥ
ア
ン
村
に
あ
り
、

一
八
七
二
年
建
立
さ
れ
た
。

24
　ព

េជ
្រ, ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៣

៣
-៣

៧
.

25
　
こ
の
一
座
の
様
子
は
一
九
三
〇
年
代
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
を
舞
台
と
し
た
カ
ト

リ
ー
ヌ
・
ド
ヴ
ー
ヌ
主
演
の
映
画
『
イ
ン
ド
シ
ナ
』（
一
九
九
二
年
）
に
も
見
ら
れ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
主
義
地
下
組
織
が
旅
の
一
座
で
あ
り
、
当
時
、
巷
間
で
取
り
ざ
た
に

な
っ
た
話
題
を
題
材
に
し
て
上
演
し
、
庶
民
に
好
評
を
博
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

26
　 「
ヒ
ー
」
は
中
国
語
で
「
劇
、芝
居
、曲
芸
」
を
意
味
す
る
「
戯
」
か
ら
来
て
お
り
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
中
国
の
演
劇
は
す
べ
て
「
ヒ
ー
劇
（
ル
カ
オ
ン
・
ヒ
ー
）」
と
称
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

27
　
清
水
政
明
、
伊
澤
亮
介
「
ベ
ト
ナ
ム
の
芸
能
」『
朝
鮮
半
島
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ

ア
の
詩
と
芸
能
』
赤
松
紀
彦
編
、
幻
冬
舎
、
二
〇
一
四
年
、
一
三
三
頁
―
一
四
三
頁
。



110

28
　
同
書

29
　ល

ី, op.cit., pp.95-96.
30

　
大
橋
・
ト
ロ
ン
（
前
掲
書
、
三
四
二
頁
）
に
よ
る
と
、
メ
コ
ン
デ
ル
タ
でX

a 

K
ron

サ
ー
・
ク
ロ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
物
と
同
一
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
四
一
年

生
ま
れ
で
メ
コ
ン
デ
ル
タ
出
身
の
ト
ロ
ン
・
ミ
ア
リ
ー
に
よ
る
と
、子
ど
も
時
代
か
ら
は
、

バ
サ
ッ
ク
劇
団
の
座
長
、
俳
優
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る 

。

31
　
笹
川
（
前
掲
書
、
二
五
八
頁
）
に
よ
る
と
、
ア
ン
・
ド
ゥ
オ
ン
王
（
在
位

一
八
四
〇
―
一
八
六
〇
）
の
統
治
下
に
お
い
て
、
バ
サ
ッ
ク
劇
が
宮
中
で
上
演
さ
れ
な

く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
最
初
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
上
演
さ
れ
た
の
は
一
九
三
〇

年
で
は
な
く
、
一
九
世
紀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

32
　
現
在
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
の
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
名
。

33
　
一
九
三
〇
年
当
時
は
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
名
刹
ウ
ナ
ロ
ム
寺
前
の
船
着
き
場
に
停
泊

し
た
船
の
上
が
舞
台
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
（ម

៉ៅ
, op.cit., ទ.៦

៣

）。

34
　ព

េជ
្រ,២

០
០

៣
, ទ.១

៤
៣

-១
៤

៤

35
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៨

36
　ម

៉ៅ
, op.cit., ទ.៥

៦
.

37
　ល

ី, op.cit., .pp.93-95

38
　Ibid., pp.96-99

39
　
た
と
え
ば
一
九
三
七
年
一
一
月
六
日
第
四
十
四
号
『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
の
記
事
で

は
、
当
時
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
の
唯
一
の
中
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
シ
ソ
ワ
ッ
ト
中
高

等
学
校
の
学
生
、
教
職
員
が
中
心
と
な
っ
て
カ
ン
ダ
ー
ル
州
の
プ
レ
イ
・
ス
プ
ー
寺
で

行
っ
た
カ
テ
ィ
ナ
祭
で
学
生
た
ち
が
喜
劇
を
演
じ
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

一
九
三
八
年
一
月
二
十
九
日
第
五
十
六
号
で
は
シ
ソ
ワ
ッ
ト
中
高
等
学
校
卒
業
生
友
愛

会
の
テ
ア
ト
ル
劇
の
団
員
た
ち
が
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
で
公
演
し
て
、
活
動
資
金
を
得
た

こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。

40
　ល

ី, op.cit., pp.96-95. 

兵
藤
裕
己
『
演
じ
ら
れ
た
近
代

―
〝
国
民
〟
の
身
体
と

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
九
十
一
頁
で
は
、「
社
会
の
変
動
期
や

危
機
的
状
況
に
誕
生
す
る
新
た
な
演
劇
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、『
わ
れ
わ
れ
』
の
共
同

性
や
自
己
同
一
性
を
秘
儀
的
に
表
象
す
る
」
と
し
て
い
る
。

41
　Ly and M

uan, op. cit., p.69

42
　
一
九
三
七
年
三
月
六
日
付
十
一
号
の
『
ナ
ガ
ラ
ワ
ッ
タ
』
の
二
−
二
の
記
事
で
の

注
で
、
そ
れ
ま
で
「
踊
り
」
を
意
味
す
る
「
ロ
バ
ム
」
が
「
劇
」
の
意
味
に
使
用
さ
れ

て
い
た
が
、
一
九
三
七
年
七
月
三
十
一
日
第
三
〇
号
の
三
−
一
の
記
事
に
掲
載
さ
れ
た

「
正
誤
表
」
に
、
踊
り
「
ロ
バ
ム
」
を
全
て
「
ル
カ
オ
ン
（
劇
）」
に
訂
正
す
る
よ
う
に

と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
舞
踊
と
劇
が
こ
の
時
点
で
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

43
　
ポ
レ
・
マ
ス
ペ
ロ
、
前
掲
書
、
二
九
四
頁
。

44
　
一
九
二
六
年
生
ま
れ
の
女
性
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
行
っ
た
筆
者
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
対
し
、「
バ
サ
ッ
ク
劇
な
ど
若
い
女
性
が
見
に
行
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

見
た
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。

45
　Ly and M

uan, op. cit., p.117.

46
　Ibid., p.124

47
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

៦

48
　
一
九
五
五
年
プ
ノ
ン
ペ
ン
生
ま
れ
の
元
保
健
省
勤
務
、
お
よ
び
薬
剤
師
で
あ
る
女

性
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
行
っ
た
筆
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
、
一
九
六
〇
年
代

に
バ
サ
ッ
ク
劇
専
用
常
設
劇
場
で
観
劇
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
見
に
行
く
の
は
「
普

通
の
人
」
で
は
な
く
、
三
輪
自
転
車
タ
ク
シ
ー
の
車
夫
な
ど
肉
体
労
働
者
で
あ
っ
た
と

答
え
て
い
る
。

49
　
ポ
レ
・
マ
ス
ペ
ロ
、
前
掲
書
、
二
九
五
頁
。

50
　
チ
ュ
ッ
ト
・
カ
イ 

『
追
憶
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
』
岡
田
知
子
訳
、
東
京
外
国
語
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
頁
。

51
　
同
書
、
四
〇
頁
。
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52
　
同
書
。

53
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៥

៩
. 

サ
ン
・
サ
ル
ン
が
バ
サ
ッ
ク
劇
の
中
で
歌
っ
た
曲

は
音
源
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
現
在
バ
サ
ッ
ク
劇
一
座
の
座
長
、
役
者

と
し
て
活
躍
中
の
オ
ル
・
ソ
ム
ア
ー
ン
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
王
立
芸
術
大
学
で
月
に

一
度
、
サ
ン
・
サ
ル
ン
か
ら
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=pkew
qY

Q
FkM

E> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五

年
一
一
月
二
十
四
日
）

54
　
同
書
、
九
六
頁
。

55
　Ly and M

uan, op. cit., p.124. 
遊
佐
（
前
掲
書
、
三
十
七
頁
）
で
は
一
九
五
〇
年

代
後
半
、
一
九
六
〇
年
代
に
一
般
家
庭
で
の
夕
食
後
の
団
欒
に
ラ
ジ
オ
で
流
れ
る
バ

サ
ッ
ク
劇
を
楽
し
ん
で
い
た
様
子
が
あ
る
。
ま
た
都
市
に
テ
レ
ビ
が
普
及
す
る
と
、
ラ

ジ
オ
で
の
人
気
を
引
き
継
い
で
バ
サ
ッ
ク
劇
の
番
組
が
人
気
だ
っ
た
と
い
う
（
同
書
、

八
十
三
頁
）。

56
　T

he Phnom
 Penh Post, “Last act for K

hm
er B

assac opera” 11 M
ay, 2001. 

<http://w
w

w.phnom
penhpost.com

/national/last-act-khm
er-bassac-opera> 

（
最
終
閲

覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四
日
）

57
　Ly and M

uan, op. cit., p.170.

58
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

៧
.

59
　
ポ
レ
・
マ
ス
ペ
ロ
、
前
掲
書
、
二
九
五
頁
。

60
　
お
そ
ら
く
中
国
語
の
「
幌
」
が
語
源
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
語
で
は
「
装
幌
子
」

で
「
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

61
　B

randon, op.cit., p205.

62
　
二
〇
〇
〇
年
に
バ
サ
ッ
ク
劇
団
を
旗
揚
げ
し
た
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
の
ラ
ー
イ
・

テ
ィ
ダ
ー
一
座
は
、
座
長
の
祖
父
母
世
代
が
、
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
、
楽
師
を
し
て
お
り
、

現
在
は
家
族
、
一
族
全
員
が
一
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
に
は
一
四
〇
か

所
で
公
演
を
行
っ
た
と
い
う
。

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=2m
D

l2_-7B
W

Q
> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五

年
一
一
月
二
十
四
日
）

63
　ព

េជ
្រ, ២

០
០

៣
, op.cit., ទ.១

៤
៦

.

に
よ
る
と
一
九
六
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
三
年
現

在
ま
で
、
ジ
ケ
ー
劇
で
最
も
多
く
上
演
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。

64
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

០
.

65
　
二
〇
一
五
年
九
月
十
七
日
付
のK

hing H
oc D

y

氏 

と
の
私
信
に
よ
る
。

66
　
同
。

67
　
ポ
レ
・
マ
ス
ペ
ロ
、
前
掲
書
、
三
〇
四
頁
。

68
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

៧
‐ ៤

៩
.

69
　B

randon, op.cit., p.158.

70
　
チ
ュ
ッ
ト
（
前
掲
書
、
三
十
九
頁
）
で
は
一
九
五
一
年
の
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
で
上

演
さ
れ
た
バ
サ
ッ
ク
劇
の
前
座
で
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
が
着
る
よ
う
な
ド
レ
ス
を
身
に
つ

け
て
踊
る
舞
（「
ロ
ー
ト
」
は
飛
び
跳
ね
る
の
意
、
つ
ま
り
西
洋
婦
人
が
飛
び
跳
ね
る
）

が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

71
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
,  op.cit., ទ.៤

៥
.

72
　Ibid.

73
　B

randon, op.cit., p.158.

74
　Thiem

ann, Julius. 2013. “Phantom
s of the O

pera: an old artform
 faces ex-

tinction” T
he Phnom

 Penh Post, 31 Jan. <http://w
w

w
.phnom

penhpost.com
/7days/

phantom
s-opera-old-artform

-faces-extinction> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月

二
十
四
日
）

75
　
い
わ
ゆ
る
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
も
の

76
　
中
国
語
の
「
鑼
」
で
、
い
わ
ゆ
る
銅
鑼
の
こ
と
。

77
　
キ
ア
、
パ
オ
、
ロ
ッ
ク
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
楽
器
か
不
明
。

78
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ម

៉ៅ
, op.cit.

79
　
岡
崎
淑
子
、「
工
夫
を
こ
ら
し
た
楽
の
器
」『
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
知
る
た
め
の
62
章
』
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明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
二
九
〇
―
二
九
四
頁
に
よ
れ
ば
、
モ
ハ
オ
リ
ー
と
は
、「
宗

教
的
な
意
味
合
い
の
な
い
行
事
、
宴
会
、
民
族
舞
踊
、
演
劇
の
伴
奏
、
日
常
的
な
楽
し

み
の
た
め
に
演
奏
さ
れ
る
。
歌
と
交
互
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
演
奏
す
る
こ
と
が
多
く
、
内

容
は
日
常
の
仕
事
、
子
守
唄
、
ラ
ブ
ソ
ン
グ
、
物
語
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
楽
器
編

成
に
弦
鳴
楽
器
が
多
く
用
い
ら
れ
る
。」

80
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
,  op.cit., ទ.៤

៩
‐៥៧.

81
　
お
そ
ら
く
語
源
は
中
国
語
の
「
冠
」

82
　
現
在
で
は
痕
跡
も
な
い
が
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
中
心
部
に
あ
る
シ
ラ
ッ
プ
市
場
劇
場

が
有
名
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
人
が
多
い
。

　

83
　
遊
佐
（
前
掲
書
、
一
二
五
頁
）
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
初
め
の
話
と
し
て
野

外
の
公
演
予
定
場
所
に
到
着
す
る
と
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
の
仕
切
り
板
を
倒
し
、
そ
の
ま

わ
り
に
同
じ
高
さ
の
板
張
り
の
台
を
継
ぎ
足
し
、
舞
台
と
し
た
。

84
　
一
九
六
〇
年
代
の
バ
サ
ッ
ク
劇
専
用
の
常
設
劇
場
で
は
背
も
た
れ
の
な
い
木
製
の

長
椅
子
が
多
く
、
観
劇
に
行
っ
た
多
く
の
人
が
ト
コ
ジ
ラ
ミ
被
害
に
遭
っ
た
。
バ
サ
ッ

ク
劇
と
い
う
と
ト
コ
ジ
ラ
ミ
を
す
ぐ
連
想
す
る
人
も
い
る
。

85
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

៣

86
　Ibid., ទ.៣

៦
‐ ៣

៧
. 

ま
た
以
前
は
書
き
割
り
幕
の
交
換
や
大
道
具
の
移
動
は
呼
子

笛
で
合
図
し
て
い
た 

　ទ.៤
៣

。

87
　Ibid., ទ.៤

៣

88
　Ibid. 

魯
大
鳴
、『
京
劇
役
者
が
語
る
京
劇
入
門
』
駿
河
台
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、

五
十
七
―
五
十
八
頁
に
よ
る
と
、
京
劇
で
は
約
束
事
を
示
す
小
道
具
と
し
て
テ
ー
ブ
ル

と
椅
子
が
使
用
さ
れ
る
。

89
　B

randon, op.cit., p205. 

チ
ュ
ッ
ト
（
前
掲
書
、
九
十
五
頁
）
に
よ
る
と
、
メ
コ
ン

川
流
域
に
あ
る
コ
ン
ポ
ン
チ
ャ
ム
州
で
は
、
一
九
五
一
年
に
常
設
劇
場
で
上
演
さ
れ
て

い
た
と
き
に
は
切
符
を
販
売
し
て
お
り
、
大
人
は
自
分
の
子
ど
も
を
無
料
で
同
伴
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

90
　Ly and M

uan, op. cit., p.98.

91
　
二
〇
一
五
年
九
月
二
十
日
、
福
富
友
子
氏
と
の
私
信
に
よ
る
。

92
　
チ
ュ
ッ
ト
（
前
掲
書
、
三
十
九
頁
）
で
は
劇
が
夕
方
に
始
ま
り
深
夜
ま
で
続
い
た

こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

93
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៣

៩
.

94
　
一
九
三
七
年
五
月
八
日
付
第
十
九
号
。

95
　
遊
佐
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

96
　The Phnom

 Penh Post, op.cit.

97
　Ibid.

98
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៤

៦

99
　
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
に
タ
ケ
オ
州
に
い
た
一
九
六
三
年
生
ま
れ
の
男
性
の
証

言
に
よ
る
。

100
　Ibid.

一
九
七
〇
年
代
に
バ
サ
ッ
ク
劇
を
見
た
こ
と
の
あ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

衣
装
も
舞
台
も
貧
弱
で
娯
楽
性
が
薄
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

101
　Ibid.

102
　ទី ជី

ហួ
ត

. អ
ត

្ថ
ប

ទ
ល

្ខ
ោ

ន
ប

ាស
ាក

 ់រឿ
ង

 ត
េជ

ោ
យ

៉ត
 រៀ

ប
រៀ

ង
ដោ

យ
 ប៊ី

 

គ
ឹម

ស
ែន

.២
០

០
៤

. ទ.៤
-៧

.

103
　Phim

 ,Toni Sam
antha and A

shley Thom
pson, D

ance in C
am

bodia, O
xford 

U
niv Press, 2000, photo 14. 

ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ
イ
国
境

の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
経
て
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど

に
難
民
と
し
て
渡
っ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
約
二
十
三
万
人
に
上
り
、
そ
の
う
ち
の
約

十
五
万
人
が
ア
メ
リ
カ
に
定
住
し
た
。

“R
esettlem

ent of Indochinese refugees by destination, 1975–95” p.99 , http://w
w

w.

unhcr.org/3ebf9bad0.pdf#search=’Thai+C
am

bodia+border+refugee+the+third+cou

ntry’ （
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四
日
）

104
　
遊
佐
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。
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105
　ព

េជ
្រ ១

៩
៩

៧
, op.cit., ទ.៣

០
.

106
　The Phnom

 Penh Post, op.cit.
107
　C

han, C
heata, “Lakhorn B

asak faces extinction from
 m

odern com
petition”, 

T
he Phnom

 Penh Post, 4 Sept. 2013. <http://w
w

w.phnom
penhpost.com

/lift/lakhorn-

basak-faces-extinction-m
odern-com

petition> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月

二
十
四
日
）
バ
サ
ッ
ク
劇
の
役
者
の
女
性
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
公
演
は
一
一
月

か
ら
半
年
の
乾
季
の
期
間
の
み
で
、
出
演
料
は
一
回
二
万
リ
エ
ル
（
約
五
〇
〇
円
）
で
、

そ
れ
も
毎
日
で
は
な
い
の
で
困
窮
生
活
を
送
っ
て
い
る
、
役
者
た
ち
は
普
段
は
バ
イ
ク

タ
ク
シ
ー
、
農
作
業
、
日
雇
い
を
し
て
生
活
し
て
い
る
、
と
答
え
て
い
る
。R

adio Free 

A
sia 13, A

pril, 2010. <https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=aTbJM

7U
jfY

w
> 

（
最
終

閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四
日
）

108
　The Phnom

 Penh Post, op.cit.

109
　<https://w

w
w.youtube.com

/w
atch?v=PK

Em
B

TP4cI8> 

（
最
終
閲
覧
日
：

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四
日
）

110
　
ポ
レ
・
マ
ス
ペ
ロ
、
前
掲
書
、
二
九
五
―
二
九
六
頁
。

111
　
大
橋
・
ト
ロ
ン
、
前
掲
書
、
三
四
一
―
三
四
二
頁
。

112
　<https://w

w
w.youtube.com

/w
atch?t=74&

v=0nad2lcV
p-s> 

（
最
終
閲
覧
日
：

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
十
四
日
）

113
　B

randon, op.cit., p.60.

114
　The Phnom

 Penh Post, op.cit.

115
　Thiem

ann, op.cit.

116
　
同
上

117
　
兵
藤
裕
己
『
演
じ
ら
れ
た
近
代

―
〝
国
民
〟
の
身
体
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二
二
六
頁
で
は
、
大
衆
の
「
趣
味
」
の
向
上
と
い
う
近
代
芸

術
に
固
有
の
啓
蒙
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
近
代
芸
術
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
あ
る
が
、
そ
の

大
衆
の
「
趣
味
」
そ
の
も
の
に
足
元
を
す
く
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

118
　
た
と
え
ば
、C

TN

に
よ
る
二
〇
一
三
年
十
二
月
十
四
日
放
送
「
あ
な
た
も
億
万
長

者
に
」
と
い
う
ク
イ
ズ
番
組
で
は
、「
バ
サ
ッ
ク
劇
の
発
祥
の
国
は
」
と
い
う
問
題
の
答

え
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
つ
の
選
択
肢
し
か
上
げ

ら
れ
ず
、
そ
こ
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
、
議
論
に
な
っ
た
。

<https://w
w

w.khm
erload.com

/new
s/21223> 

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
五
年
一
一
月

二
十
四
日
）

〈
参
考
資
料
〉

使
用
し
た
主
な
動
画
は
以
下
の
通
り
。
テ
レ
ビ
で
の
実
際
の
放
送
日
時
は
不
明
。

「
パ
イ
リ
ン
の
ば
ら
」រឿ

ង
 ក

ុល
ាប

ប
៉ៃលិ

ន

（M
Y

TV

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=5w
qrM

g3K
85E>

「
チ
ャ
ン
ソ
ン
ヴ
ァ
ー
王
子
と
ボ
パ
ー
プ
オ
ン
姫
」រឿ

ង
 ច័

ន្
ទស

ង្
វារបុ

ប្
ផ

ាផួង

（C
TN

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?t=2035&
v=fQ

W
Zyar0cl0>

「
騎
士
デ
チ
ョ
ー
・
ミ
ア
ハ
」រឿ

ង
ត

េជ
ោ

ម
ាស

（SEATV

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=FiyN
JK

Esa5k>

「
遺
産
」（SEATV

）រឿ
ង

ប
ណ្

ដ
ាំម

រត
ក

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=lqL1I9JjsTg>

「
シ
ソ
ヴ
ァ
ン
王
子
と
チ
ャ
ン
ソ
ン
ヴ
ァ
ー
姫
」រឿ

ង
ព

្រះស
៊ីសុ

វណ
្ណ

ច
ន្

ទស
ង

្វា
（B

ayon TV

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=62A
R

crIF7z8>

「
ア
パ
イ
モ
ニ
王
子
と
シ
ソ
ヴ
ァ
ン
王
子
」រឿ

ង
ព្

រះអ
ផ

ៃម
ុន

ី ស៊ី
ស

ុវណ្
ណ

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=LM
eaM

6uM
vdM

>

「
マ
ッ
ク
ト
ゥ
ン
」រឿ

ង
 ម

៉ាក
់ថឺ

ង

（
ジ
ケ
ー
劇
）
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<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=ejTV
m

n1V
H

C
k>

「
マ
ッ
ク
ト
ゥ
ン
」រឿ

ង
 ម

៉ាក
់ថ

ឺង

（
バ
サ
ッ
ク
劇
）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=xC
h-W

Q
rN

02s>
「
リ
ア
ム
ケ
ー
」រឿ

ង
 ព

្រះរាម
ន

ាង
ស

ិដា

（V
TV

C
antho

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=JnG
I8oG

ll8M
>

「
ソ
ヴ
ァ
ン
コ
マ
ー
王
子
チ
ョ
ム
パ
ー
ヴ
ァ
テ
イ
姫
」រឿ

ង
 ស

ុវណ
្ណ

ក
ុម

ារច
ំប

៉ាវត
្តី

（TV
K

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=w
-8uvA

osvI0>

「
ソ
ヴ
ァ
ン
・
ド
ー
ン
・
ク
チ
ャ
イ
」រឿ

ង
 ស

ុវណ
្ណ

ដូង
ខ្ច

ី（M
Y

TV

）Sovan dong kh-

chey

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=w
1rD

av5tuxg>

「
ソ
ヴ
ァ
ン
ナ
ラ
王
子
」រឿ

ង
 ស

ុវណ
្ណ

ារ៉ា
（B

ayon TV

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=2m
D

l2_-7B
W

Q
>

「
魔
法
の
ラ
ン
プ
の
秘
密
」រឿ

ង
 អ

ាថ
៌ក

ំប
ាំង

ច
ង

្ក
ៀ

ង
ទិព

្វ

（V
TV

C
antho

）

<https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=e-FqZm
9l1v8>
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一
．
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
に
お
け
る
日
本
の
詩

　
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
は
一
九
五
一
年
、「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

作
家
と
伝
統
」

1
と
題
さ
れ
た
有
名
な
講
演
で
、「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

歴
史
の
浅
い
国
な
の
で
、
伝
統
の
重
み
が
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ

と
が
利
点
に
も
な
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
は
世
界
に
つ
い
て
書
い

て
よ
い
の
で
あ
る
」
と
明
言
し
た
。
そ
の
時
以
来
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文

学
は
、
そ
の
卓
抜
な
許
可
を
得
た
こ
と
で
、
大
胆
に
も
、
世
界
を
自
国

の
領
域
と
し
て
見
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
は
日

本
文
化
に
も
侵
入
し
た
。
当
の
ボ
ル
ヘ
ス
も
、
八
〇
年
代
に
十
七
の
俳

句
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
俳
句
は
、
二
つ
の
文
化
の
仲
介
人
と
し

て
の
使
命
を
果
た
し
た
若
い
日
系
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
、
後
に
彼
の
妻
に

し
て
遺
言
執
行
人
と
も
な
る
マ
リ
ア
・
コ
ダ
マ
と
ボ
ル
ヘ
ス
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
ボ
ル
ヘ
ス
の

十
七
の
句
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

一
　A

lgo m
e han dicho/la tarde y la m

ontaña./ Ya lo he perdido.

二
　La vasta noche/no es ahora otra cosa /que una fragancia. 

三
　¿Es o no es /el sueño que olvidé / antes del alba?

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
と
日
本
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
セ
・
ア
ミ
コ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
量
一

　
訳

四
　C

allan las cuerdas./La m
úsica sabía /lo que yo siento.

五
　H

oy no m
e alegran /los alm

endros del huerto. /Son tu 
recu erdo.

六
　O

scuram
ente/libros, lám

inas, llaves /siguen m
i suerte.

七
　D

esde aquel día /no he m
ovido las piezas/en el tablero.

八
　En el desierto /acontece la aurora. /A

lguien lo sabe.

九
　La ociosa espada /sueña batallas. /otro es m

i sueño. 

十
　El hom

bre ha m
uerto. /La barba no lo sabe. /C

recen las uñas.

十
一

　Ésta es la m
ano /que alguna vez tocaba /tu cabellera.

十
二

　B
ajo el alero /el espejo no copia /m

ás que la luna.

　
　
　
　 

十
三

　B
ajo la luna/la som

bra que se alarga/es una sola. 

十
四

　¿Es un im
perio/esa luz que se apaga / o una luciérnaga? 

十
五

　La luna nueva./ Ella tam
bién la m

ira /desde otra puerta.

十
六

　Lejos un trino. /El ruiseñor no sabe/que te consuela.
十
七

　La vieja m
ano /sigue trazando versos /para el olvido.

2

　
ボ
ル
ヘ
ス
は
こ
こ
で
東
洋
の
伝
統
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は「
鏡
」

と
「
剣
」
の
こ
と
で
、こ
れ
ら
は
日
本
の
皇
室
の
神
聖
な
宝
物
に
属
し
、

神
道
の
重
要
な
象
徴
で
あ
る
。ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
ボ
ル
ヘ
ス
は
ま
た
、
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「
知
る
」、「
忘
れ
る
」
と
い
っ
た
、
自
分
ら
し
い
テ
ー
マ
自
体
と
調
和

さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
要
素
［「
鏡
」
と
「
剣
」］
を
詩
的
感
性
と
結

び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。［
こ
の
こ
と
は
］
俳
句
の
中
で
は
、「
音
楽
」

や
「
髭
」、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（
小
夜
鳴
鳥
）」
と
い
っ
た
無
生
物
が
、「
知

る
こ
と
」
や
「
知
ら
な
い
こ
と
」
が
で
き
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
確
認
で
き
る
。
一
方
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
別
の
意
味
で
日
本
の
伝
統

に
従
っ
て
、
周
囲
に
あ
る
非
常
に
小
さ
な
も
の
を
、
新
た
な
次
元
の
方

へ
押
し
上
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
帝
国
の
光
」
や
「
ホ
タ
ル
の
光
」

が
、
皮
肉
に
も
、
同
じ
次
元
の
な
か
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
さ
て
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
創
造
的
作
品
の
技
巧
性
は
、
彼
が
用
い

て
い
る
、
い
か
に
も
書
物
に
か
か
わ
る
言
葉
遣
い
で
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
も
の
で
な
け

れ
ば
、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
作
品
の
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
の
よ
う
に
）。

　
ボ
ル
ヘ
ス
の
作
品
は
当
初
、
振
り
子
の
よ
う
に
奇
妙
な
プ
ロ
セ
ス
を

通
じ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
「
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
主
義
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
時
代
を
通
過
し
た
。「
ク
リ
オ
ー

リ
ョ
主
義
」
と
は
、
土
着
の
も
の
を
好
ん
で
（
あ
え
て
）
言
及
し
、「
ナ

イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
へ
の
言
及
が
大
き
な
誤
り
と
な
る
よ
う
な
潮
流
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
時
代
は
、
三
〇
年
代

に
終
わ
る
。
そ
の
こ
ろ
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
詩
へ
の
傾
倒
を
い
っ
た
ん
脇
に

置
き
、
外
国
の
本
を
書
評
す
る
形
式
を
と
っ
た
、
試
論
風
の
独
特
の
散

文
へ
と
取
り
組
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
ろ
の
［
試
論
風
の
］
テ
ク
ス
ト
は
、

こ
の
作
家
が
四
〇
年
代
に
す
ば
ら
し
い
短
篇
の
た
め
の
素
材
探
し
に
再

び
着
手
す
る
と
き
の
下
地
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
時
期
に
は
、
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
作
家
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
主
題
と
し
て
の
伝
統
と
、
世

界
に
開
か
れ
た
思
想
を
め
ぐ
る
講
演
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
が
こ
の
論

の
は
じ
め
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、何
十
年
も
た
っ

た
あ
と
、
熟
年
期
の
ボ
ル
ヘ
ス
に
と
っ
て
、
自
分
が
書
い
た
も
の
の
主

題
の
一
貫
性
の
無
さ
は
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
リ
ア

リ
ズ
ム
作
家
の
作
品
を
損
ね
て
い
る
「
地
域
色
」
に
対
し
て
挑
ん
だ
闘

い
で
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
反
復
を
咎
め
、
一
九
五
一

年
の
有
名
な
講
演
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
コ
ー
ラ
ン
に
ラ
ク
ダ

は
出
て
こ
な
い
。」
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
授
け
ら
れ
る
表
彰

状
を
得
る
た
め
に
、
あ
る
文
化
で
明
ら
か
な
こ
と
を
詳
細
に
飾
り
立
て

る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
ボ
ル
ヘ

ス
は
、
一
九
〇
〇
年
の
ス
ラ
ム
街
の
「
ダ
ン
デ
ィ
ー
」
を
「
な
ら
ず

者
」
と
し
て
し
き
り
に
引
用
し
な
が
ら
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
郊
外

に
別
の
神
話
を
創
り
上
げ
る
こ
と
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
に
よ
る
パ
ン
パ
の
典
型
と
し
て
の
ガ
ウ
チ
ョ
像

─

時
代
錯
誤
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
ひ
た
す
ら
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

─
の
過
剰
な
強
調
を
打
ち
消
す
た
め
で
あ
っ
た
。確
か
な
こ
と
は
、

ボ
ル
ヘ
ス
の
成
熟
し
た
作
品
に
お
け
る
俳
句
の
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」

は
、
大
き
な
歯
車
の
一
装
置
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
一
装
置
は
、「
文
学
上
」
の
動
物
を
含
め
る
こ
と
で
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
の
地
平
を
広
げ
よ
う
と
い
う
ボ
ル
ヘ
ス
の
意
図
と

関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
翻
訳
の
技
術
に
お
け
る
実
践
と
確
認
は
一
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。［
こ
こ
で
］
詩
は
翻
訳
で
き
る
の
か
と
い
う
新
た
な
概
念
を
提
案

し
た
い
。［
詩
は
翻
訳
で
き
る
の
か
と
い
う
］こ
の
問
題
を
批
判
す
る
と
き
、
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伝
統
的
な
傾
向
で
は
、
原
文
の
音
楽
的
効
果
を
詩
の
翻
訳
に
与
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
翻
訳
を
介
さ
な
け
れ
ば
、
西
洋
で
東
洋
の

詩
作
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
主
張
［
詩

は
翻
訳
で
き
な
い
と
い
う
主
張
］
は
、
こ
こ
で
い
ま
取
り
組
ん
で
い
る
、
文

化
の
交
流
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
自
ら
、

実
際
的
な
訓
練
と
し
て
、
詩
が
翻
訳
を
許
さ
な
い
と
い
う
広
ま
っ
た
考
え

に
抵
抗
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
詩
の
翻
訳
可
能
性
を
示
す
目

的
で
、
例
の
ボ
ル
ヘ
ス
の
俳
句
を
英
語
に
翻
訳
し
た
。
ど
の
程
度
原
文
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
熟
慮
に
値
す
る
だ
ろ

う
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
こ
の
詩
が
東
洋
趣
味

の
「
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
二

重
底
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

　
フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
（
一
九
一
四
─
一
九
八
四
）
も
ま
た
、
芭
蕉
の
俳

句
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
と
っ
た
、
彼
に
と
っ
て
最
後
の
著
書
と
な
るSalvo 

el crepúsculo

3
を
出
版
し
た
時
、
芭
蕉
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
明
か
し

な
が
ら
、
日
本
の
詩
を
賞
賛
す
る
と
い
う
同
じ
道
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
は
散
文
の
問
題
に
移
り
た
い
と
思
う
の
で
、
コ
ル
タ
サ
ル
が
日
本

の
詩
を
自
分
の
も
の
に
し
た
、
ひ
と
味
違
う
方
法

─
そ
も
そ
も
、
ボ
ル

ヘ
ス
の
特
徴
的
と
も
言
え
る
「
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
」
と
い
う
方
法
と
い
う

よ
り
は
、
彼
の
最
後
の
本
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
引
喩
と
い
う
方

法
を
と
っ
て
い
る

─
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
発
表
し
よ
う
。

二
．
熱
帯
地
域
と
温
帯
地
域
の
会
話

　
私
の
講
演
は
次
の
三
つ
と
関
連
し
た
三
つ
の
概
念
を
扱
う
。

　
　
一

　
文
化
の
移
植

　
　
二

　
翻
訳

　
　
三

　
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
の
記
憶

　
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、「
時
間
に
停
泊
す
る
こ
と
」
と
い
う
面
に
お
け
る

文
化
的
な
行
為
と
し
て
あ
る
。

　
三
角
関
係
に
あ
る
こ
れ
ら
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
提
示
す
る
た
め
に
、

一
九
八
八
年
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
が
八
冊
目
の
最
後
の
小
説
『
南
国
に

日
は
落
ち
て
』
を
出
版
し
た
そ
の
日
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
（
一
九
三
二
─
一
九
九
〇
）
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
学
の
中
で
特
異
な
作
家
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
作
家
の
中
で
も
偉
大

な
巨
匠
で
あ
る
ボ
ル
ヘ
ス
が
う
ち
た
て
た
規
則
に
関
し
て
、
ペ
ー
ジ
を
一

枚
め
く
る
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
か
ら
だ
。
一
方

で
、
プ
イ
グ
の
作
品
が
興
味
深
い
の
は
、
彼
の
映
画
へ
の
愛
着
が
あ
る
か

ら
だ
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
家
は
幼
少
期
か
ら
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
が
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
に
、
私
た
ち
に
は
、
彼

の
ビ
デ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
個
人
目
録
が
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
別
の

い
く
つ
か
の
徴
候
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
作
家
が
五
十
七
歳
と
い
う
年

齢
で
早
す
ぎ
る
死
を
メ
キ
シ
コ
の
家
で
迎
え
た
時
、
多
く
の
文
書
を
残
し

た
。
私
は
そ
の
文
書
を
見
直
す
役
を
担
い
、
彼
の
創
作
に
利
用
さ
れ
た
興

味
深
い
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
プ
イ
グ
が
収
集
を
開
始
し
て
い
た
ビ

デ
オ
版
の
映
画
カ
タ
ロ
グ
を
自
筆
で
書
い
た
も
の
を
見
つ
け
た
。
そ
の
カ

タ
ロ
グ
の
な
か
に
、
小
津
安
二
郎
、
黒
澤
明
、
溝
口
健
二
と
い
う
日
本
人
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監
督
作
品
の
三
つ
の
タ
イ
ト
ル
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち

は
、
こ
の
三
人
が
監
督
す
る
映
画
作
品
を
プ
イ
グ
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を

証
明
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
プ
イ
グ
が

見
た
日
本
映
画
の
ど
ん
な
特
徴
が
、
こ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
を
保
存
す
る
ほ

ど
、
彼
の
目
を
引
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
な
か
で
完
璧
に
そ
ろ
っ
て
い
る

の
が
一
九
三
〇
、四
〇
年
代
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
な
お
の
こ
と
重
要
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
プ
イ
グ

が
幼
少
期
の
思
い
出
を
取
り
戻
す
意
図
で
カ
タ
ロ
グ
を
作
っ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
『
東
京
物
語
』、『
生
き
る
』、『
雨
月
物
語
』
は
、
こ

の
作
家
の
幼
少
期
と
の
関
連
は
な
く
、
壮
年
期
に
な
っ
て
見
た
映
画
で
あ

る
。
私
の
仮
説
で
は
、
プ
イ
グ
は
自
身
の
小
説
で
ず
っ
と
示
し
て
き
た
こ

と
を
、
こ
の
日
本
人
監
督
た
ち
の
ど
れ
か
、
例
え
ば
小
津
の
映
画
の
な
か

に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
通
の
人
々
の
会
話
を
叙

事
詩
な
ト
ー
ン
や
過
度
な
劇
化
な
く
描
こ
う
と
す
る
一
人
の
芸
術
家
の

関
心
の
中
心
と
し
て
の
家
庭
生
活
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
南
国
に
日

は
落
ち
て
』
と
い
う
一
九
八
八
年
の
プ
イ
グ
最
後
の
作
品
の
な
か
で
典
型

的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
小
津
映
画
に
あ
り
そ
う
な
、
二
人
の
年
老
い
た

姉
妹
が
若
い
世
代
の
習
慣
の
変
化
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
次
の
よ
う
な

シ
ー
ン
で
あ
る
。

「
こ
の
町
っ
て
本
当
に
若
い
人
が
多
い
わ
ね
、
姉
さ
ん
、
呆
気
に
取
ら
れ

ち
ゃ
う
わ
」

「
ル
シ
、
ほ
ら
あ
そ
こ
、
あ
の
二
人
、
車
に
乗
ろ
う
と
し
て
る
わ
よ
」

「
体
の
中
で
熱
い
火
が
燃
え
て
る
の
よ
、
若
い
ん
だ
も
の
、
そ
れ
に
母
親

の
手
綱
は
な
い
し
、
誰
が
あ
の
子
を
止
め
ら
れ
る
と
い
う
の
」

「
ル
シ
、
あ
た
し
、
あ
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
何
か
言
っ
て
や
り
た

く
な
っ
た
わ
。
何
も
か
も
備
わ
っ
た
娘
が
、
明
日
に
で
も
不
幸
せ
な
こ
と

こ
の
上
な
い
娘
と
し
て
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
め
に
陥
り
か
け
て

い
る
ん
だ
も
の
。
誰
か
を
好
き
に
な
っ
て
、
後
で
そ
の
相
手
を
失
う
な
ん

て
、
可
哀
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
。
あ
の
娘
っ
た
ら
、
自
分
に
ど
ん
な
人
生
が

待
ち
受
け
て
い
る
の
か
を
そ
う
や
っ
て
知
る
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」

「
危
険
は
ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
る
っ
て
、
お
祖
母
さ
ん
た
ち
が
昔
言
っ

て
た
わ
、
姉
さ
ん
」

「
娘
の
頃
は
馬
鹿
に
し
て
た
け
ど
、
今
に
な
る
と
真
実
だ
っ
て
分
る
わ
」

4

　
私
は
こ
の
作
品
に
関
心
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ブ

ラ
ジ
ル
の
関
係
（
二
人
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
の
老
女
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
住
ん
で
お

り
、
周
囲
の
文
化
的
な
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
の
ま
た
と
な
い

事
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
小
説
が
、
翻
訳
が
築
く
「
橋
渡
し
の
役

割
」
を
示
す
た
め
に
私
た
ち
の
役
に
立
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

場
合
は
、
一
九
九
六
年
に
日
本
で
プ
イ
グ
の
小
説
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ

て
尽
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
野
谷
文
昭
先
生
に
よ
る
、［
プ
イ
グ
作
品
の
］
日

本
語
へ
の
翻
訳
で
あ
る
。

　
同
じ
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
小
説
の
別
の
シ
ー
ン
に
も
、
日
本
の
小
説

に
登
場
し
そ
う
な
会
話
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
［
日
本
］
文

化
で
は
、
年
老
い
た
女
が
、
若
い
人
、
も
し
く
は
中
年
の
人
に
は
理
解
の

で
き
な
い
真
実
の
啓
示
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の

登
場
人
物
で
あ
る
ニ
デ
ィ
ア
と
ル
シ
に
と
っ
て
は
、
老
い
た
い
ま
、
古
い

記
憶
の
強
烈
さ
は
、
老
い
た
頭
を
あ
る
矛
盾
に
直
面
さ
せ
る
。
同
時
に
、

老
人
に
備
わ
っ
て
い
る
、（
幼
少
期
や
青
年
期
と
い
っ
た
）
人
生
の
最
も
古
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い
記
憶
の
層
へ
と
戻
る
そ
の
能
力
は
、
よ
り
深
い
分
析
の
た
め
の
象
徴
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
老
人
は
現
在
性
と
い
う
も
の
の
外
見
に
囚

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
文
化
を
歴
史
の
堆
積
物
か
ら
読
む
か
ら
で

あ
る
。『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』
の
以
下
の
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
。

「
ね
え
、
ル
シ
、
年
の
せ
い
か
こ
こ
ん
と
こ
ろ
物
忘
れ
が
激
し
い
け
ど
、

娘
の
頃
、
あ
た
し
を
夢
中
に
さ
せ
た
男
の
子
が
何
人
も
い
た
の
を
思
い
出

す
わ
、
す
ご
く
背
が
高
い
と
か
、
と
て
も
ハ
ン
サ
ム
だ
と
か
い
う
理
由
で

ね
。
で
も
、
問
題
は
あ
た
し
が
へ
ま
ば
か
り
し
て
た
っ
て
こ
と
。
そ
の
子

た
ち
に
ダ
ン
ス
に
誘
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
り
、
あ
の
こ
ろ
流
行
っ
た
み

た
い
に
ど
こ
か
の
広
場
で
ち
ょ
っ
と
デ
ー
ト
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
る

く
せ
に
、
い
ざ
そ
の
と
き
が
き
て
、
キ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
れ

ど
、
そ
の
と
き
あ
た
し
の
下
の
方
に
手
を
伸
ば
す
子
も
中
に
は
い
る
の
よ
。

す
る
と
、
そ
う
、
と
た
ん
に
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
が
消
え
ち
ゃ
う
の
。

手
の
使
い
方
が
い
や
ら
し
か
っ
た
か
ら
か
し
ら
ね
、
そ
れ
と
も
、
息
が
臭

か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
キ
ス
の
仕
方
が
乱
暴
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
。
と
こ

ろ
が
、
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
て
も
さ
し
て
胸
が
と
き
め
く
わ
け
で
も
な
い

男
の
子
、
そ
う
い
う
子
に
キ
ス
を
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
夢
中
に
な
っ
ち
ゃ

う
の
よ
。
女
の
子
を
や
さ
し
く
扱
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
る
の
ね
。

そ
ん
な
こ
と
を
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
す
わ
。」

「
六
十
年
前
の
こ
と
ね
、
も
っ
と
前
か
し
ら
」

「
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
み
た
い
だ
わ
。
ル
シ
、
今
、
あ
の
手
で
触
ら
れ
て

る
よ
う
な
気
が
す
る
」

5

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
最
後
の
小
説
は
、
作
者

自
身
の
伝
記
と
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
ひ
と
つ
の
緊
張
を
生
み
出
し
て

い
る
。
政
治
的
な
迫
害
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
後
に
し
、
物
語
の
登
場
人

物
の
よ
う
に
、
プ
イ
グ
は
残
し
た
国
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
同
時

に
、
亡
命
し
た
国
で
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
作
者
は
二
人

の
姉
妹
の
会
話
を
書
き
留
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
ら
の
間
で
、

何
十
年
に
渡
っ
て
互
い
を
知
っ
て
い
る
こ
と
以
上
に
、
愛
情
や
共
感
が
流

れ
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
に
特
別
な
感
情
的
な
ト
ー
ン
を
与
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
．
北
半
球
と
南
半
球
の
対
話

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
別
の
側
面
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
そ
れ
は
同
じ

よ
う
に
重
要
な
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
の
双
方
向
な
関
係
を
検
討

す
る
際
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
文
化
間
の
仲
介
者
と
し
て

の
翻
訳
者
の
役
割
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
研
究
が
今
日
な
さ
れ
て
は
い
る

の
は
確
か
だ
が
、
人
々
同
士
の
歩
み
寄
り
と
し
て
の
翻
訳
の
重
要
性
は
、

依
然
と
し
て
然
る
べ
き
注
目
を
さ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
は
、
二
十
世
紀
初
頭
以
後
、
日
本
か
ら
早
々
と
移
民
を
受
け
入
れ

て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ラ
プ
ラ
タ
地
域
で
生
ま
れ
た
数
世
代
の
日
本
人

が
す
で
に
存
在
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、
文
化
的
な
接
近
を
可
能
に
し
、
そ

の
こ
と
は
例
え
ば
、
酒
井
和
也
と
い
う
翻
訳
者
の
登
場
で
明
ら
か
で
あ

る
。
彼
の
作
品
に
は
多
数
あ
る
が
、な
か
で
も
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』

（
一
九
七
〇
）
を
日
本
語
か
ら
直
接
に
翻
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
的
に
言
っ
て
日
本
文
学
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
初
期
の
翻
訳
版

を
基
に
し
た
、
ス
ペ
イ
ン
で
印
刷
さ
れ
た
版
で
届
い
て
い
た
。
私
の
見
る

と
こ
ろ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
日
本
語
か
ら
直
接
行
な
わ
れ
た
翻
訳
は
、
他
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の
翻
訳
に
は
な
い
厳
密
さ
が
あ
る
。
こ
の
厳
密
さ
の
例
と
し
て
、
ア
マ
リ

ア
・
サ
ト
ウ
の
労
苦
は
引
用
す
る
に
値
す
る
。
彼
女
は
翻
訳
家
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
日
本
文
化
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
翻
訳
書
の
序
文
を
書
い
た

り
、
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
、
日
本
と
の
文
化
の
歩

み
寄
り
を
行
う
雑
誌
『Tokonom

a

』
の
編
集
長
を
務
め
て
も
い
る
。
こ

う
し
た
意
味
か
ら
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
小

さ
な
出
版
社
ア
ド
リ
ア
ナ
・
イ
ダ
ル
ゴ
が
、
二
〇
〇
一
年
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
に
よ
っ
て
日
本
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
を
出
版
し
た
こ
と

こ
と
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
西
暦
千
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
が
、
そ
れ
ま

で
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
家
に
よ

る
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
の
版
は
、
こ
う
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
二
つ

の
言
語
間
の
言
語
的
な
歩
み
寄
り
で
一
歩
前
進
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

だ
。
ア
マ
リ
ア
・
サ
ト
ウ
は
、
日
本
文
化
に
お
い
て
重
要
な
こ
の
作
品
の

翻
訳
の
た
め
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
モ
リ
ス
に
よ
る
有
名
な
英
語
版
を
参
考
に
し

て
い
る
。「
と
り
ど
こ
ろ
な
き
も
の
」
の
冒
頭
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

U
na persona fea de m

al carácter.
Fécula de arroz m

ezclada con agua...Sé que es un asunto m
uy vulgar 

y que todos se disgustarán porque lo m
enciono. Pero lo hago igual, de 

hecho m
e siento con libertad de incluir todo, incluso las tenazas para 

las fogatas de despedida de las alm
as. D

espués de todo, estos objetos 
existen en nuestro m

undo y todos los conocen. A
dm

ito que no figu-
rarían en una lista que otros puedan ver. Pero nunca pensé que estas 
notas serían leídas por nadie salvo yo m

ism
a, y por eso incluí todo lo 

que se m
e ocurrió, por extraño o, desagradable que fuera. 

と
り
ど
こ
ろ
な
き
も
の

か
た
ち
に
く
げ
に
心
あ
し
き
人
。
み
そ
ひ
め
の
濡
れ
た
る
。
こ
れ
い
み
じ

う
わ
ろ
き
事
い
ひ
た
る
と
、
萬
の
人
に
く
む
な
る
こ
と
と
て
、
今
と
ど
む

べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
又
あ
と
び
の
火
箸
と
い
ふ
事
、
な
ど
て
か
、
世
に
な

き
事
な
ら
ね
ば
、
皆
人
知
り
た
ら
ん
。
實
に
書
き
い
で
人
の
見
る
べ
き
事

に
は
あ
ら
ね
ど
、
こ
の
草
紙
を
見
る
べ
き
も
の
と
思
は
ざ
り
し
か
ば
、
怪

し
き
事
を
も
、
に
く
き
事
を
も
、
唯
思
は
ん
事
の
か
ぎ
り
を
書
か
ん
と
て

あ
り
し
な
り
。

（
現
代
語
訳
：

と
り
え
の
な
い
も
の

　
顔
か
た
ち
が
に
く
た
ら
し
く
て
、
意
地
の
悪
い
人
。
み
そ
ひ
め
の
塗
り

た
く
っ
た
の
。
こ
れ
は
、
ひ
ど
く
ど
ん
な
人
で
も
き
ら
い
そ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
書
か
ぬ
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
ま
た
送
り
火

の
火
箸
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
だ
っ
て
世
間
に
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

だ
か
ら
、
誰
だ
っ
て
知
ら
な
い
人
は
な
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
、

こ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
筆
に
し
て
、
大
方
の
鑑
賞
に
堪
え
る
と
い
っ
た

し
ろ
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
、
こ
の
草
子
が
人
目
に
触
れ
る
と
は

思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、
変
な
こ
と
も
、
に
く
ら
し
い
こ
と

も
、
た
だ
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
。

6
）

　
ど
う
し
て
こ
の
段
を
選
ん
だ
の
か
。
私
は
、
こ
こ
に
清
少
納
言
の
非
凡

さ
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
宮
廷
作
家
は
当
時
の
物
語
の
し
き
た
り
に
挑
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
こ
の
手
記
が
公
に
発
表
さ
れ

る
こ
と
を
目
的
に
構
想
さ
れ
て
い
な
い
と
装
う
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
。

私
の
意
見
で
は
、
こ
の
段
の
特
異
性
は
、
清
少
納
言
が
日
々
の
生
活
の
、
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よ
り
俗
な
事
物
に
対
し
て
提
起
し
た
新
し
い
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
あ
る
。
俗

な
事
物
も
文
学
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
…
…
一
方
で
、
こ
の
宮
廷
作
家
の

作
品
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
記
述
の
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
、
日
記
と
自

己
の
観
察
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
も
の
へ
の
日
本
人
の
偏
愛
で
あ
る
。

そ
れ
は
後
に
、
西
洋
で
は
エ
ッ
セ
イ
（
随
筆
）
と
言
わ
れ
、
た
と
え
つ
ま

ら
な
い
こ
と
を
扱
っ
て
い
て
も
（
ま
さ
し
く
、
男
た
ち
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と

だ
か
ら
書
か
な
い
の
だ
）、
人
生
の
あ
る
瞬
間
の
記
憶
や
認
識
を
取
り
戻
す

目
的
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
川
端
康
成
が
若
く
し
て
、
先
に
言
及
し
た

文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
「
十
六
歳
の
日
記
」
を
何
世
紀

も
後
に
書
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
最
大
の
矛
盾
は
、
青
春

時
代
に
書
き
つ
け
た
も
の
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
修
正
さ
れ
て
現
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
は
近
代
的
な
複
雑
さ
を
与
え
な
が
ら
、
想
起
し
よ
う
と

す
る
こ
と
へ
の
熟
慮
と
と
も
に
な
さ
れ
る
。
私
が
言
及
し
た
い
、
後
に

加
筆
さ
れ
た
川
端
の
節
に
は
こ
う
あ
る
。「
過
去
に
何
か
を
経
験
し
た
が
、

そ
れ
を
記
憶
し
て
い
な
い
と
い
う
不
思
議
は
、
五
十
歳
の
現
在
も
私
に
は

不
思
議
で
」

7
あ
る
。

四
．
も
う
ひ
と
つ
の
『
枕
草
子
』

　
ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル

8
は
一
九
六
三
年
、
日
本
人
の
母
と
ド

イ
ツ
人
の
父
の
娘
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
南
部
の
小
さ
な
村
に
生
ま
れ

た
。
彼
女
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
目
を
引
く
の
は
、
彼
女
が
ひ
ょ
ん
な
こ

と
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
到
着
し
、
奨
学
金
で
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で

ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
始
め
、
こ
の
留
学
生
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
新
た

な
国
に
不
思
議
な
魅
力
を
感
じ
、
彼
女
が
訪
ね
た
そ
の
国
に
何
度
も
戻

り
、
一
九
九
五
年
に
は
住
む
こ
と
を
決
め
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
人
生

の
も
う
一
つ
の
転
機
は
、
彼
女
が
住
ん
だ
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
文
学
と

翻
訳
に
従
事
し
、
大
都
会
の
生
活
に
な
じ
む
新
し
い
人
間
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
に
つ
い
て
さ
ら
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
は
じ
め
の
数
回
の
訪
問
以
来
、
彼
女
が
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
の
大
学
生
活
と
結
び
付
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
帰
化
し
た
国
に
定

住
す
る
と
い
う
決
意
は
、
こ
の
作
家
が
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
郊
外
に
位

置
す
る
サ
ン
マ
ル
テ
ィ
ン
国
立
大
学
に
留
ま
っ
て
教
員
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て

9
、
大
き
な
成
功
を
収
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
エ

ノ
ス
ア
イ
レ
ス
は
港
の
街
で
あ
り
、
国
の
中
で
も
そ
の
住
人
は
「
港
の

人porteño

」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
学
の
仕
事
で
、
彼
女
は

海
外
か
ら
の
訪
問
客
を
受
け
入
れ
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
南

ア
フ
リ
カ
出
身
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
ク
ッ
ツ
ェ
ー
は
、
今
年
五
月
に
三

度
目
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
訪
問
を
実
現
し
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
ブ
ッ
ク

フ
ェ
ア
の
際
に
は
、
円
卓
会
議
や
文
化
活
動
を
計
画
し
て
参
加
し
た
。

　
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
個
性
で
私
の
関
心
を
惹
く
の
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
文
化
と
の
、
あ
の
唐
突
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
の

家
庭
の
言
語
は
日
本
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
化
は
彼
女
の
言
語
的
ル
ー
ツ
に
と
っ
て
は
、
予
期
し
な
い
、
周
縁
的
な

場
所
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
学
表
現
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ン
語

の
選
択

─
大
成
功
を
収
め
て
い
る

─
は
、
幼
少
期
や
青
年
期
の
周
知

の
世
界
を
、
内
面
的
に
一
旦
か
っ
こ
に
入
れ
て
、
彼
女
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
以
前
に
ま
っ
た
く
触
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
別
の
」
文
化
を
引
き

受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
女
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
学
へ
の
貢
献
は
、
文
化
的
な
移
し
替
え
と
い
う
印
が
つ
い
た
も
の
と
し
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て
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
講
演
の
飛
び
地
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。

　
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
短
篇
小
説
「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
最
初
の

日
々
」Prim

eros días porteños  

（
一
九
九
七
）
は
、
語
り
に
自
伝
的
な
経

験
を
用
い
る
決
断
を
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
（
こ
れ
が
、
川
端
康
成
の

短
篇
で
適
切
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
確
認
し
た
）。
ま

た
こ
の
短
篇
は
、
女
性
た
ち
が
独
自
の
、
男
性
の
手
で
生
み
出
さ
れ
た
テ

ク
ス
ト
が
表
現
す
る
も
の
と
は
異
な
る
方
法
で
、
周
囲
の
世
界
に
つ
い
て

何
か
を
発
言
し
た
い
と
き
に
、
よ
り
古
い
伝
統
に
改
め
て
着
手
し
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、『
枕
草
子
』
と
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
最
初
の
日
々
」
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

一
九
九
八
年
六
月
二
三
日

　
私
は
京
都
と
東
京
間
の
新
幹
線
の
通
路
を
歩
い
て
い
る
。
母
と
い
る
座

席
の
あ
る
車
両
に
着
く
。
日
本
の
滞
在
に
は
六
週
間
を
予
定
し
て
い
た
け

れ
ど
も
、ず
っ
と
一
緒
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
北
や
南
、別
の
島
々
、

村
、
山
を
見
て
回
っ
た
。
母
は
歌
舞
伎
、
呉
服
店
、
母
の
父
親
の
墓
を
掃

除
す
る
た
め
に
霊
園
に
行
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
う
し
て
い
ま
、
一
緒
に
出

発
す
る
。
私
は
母
が
飛
行
機
に
乗
る
ま
で
一
緒
に
い
る
。
そ
し
て
三
時
間

後
、
私
も
搭
乗
す
る
。
旅
程
は
「
東
京
─
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
─
マ
イ
ア
ミ
、

そ
し
て
マ
イ
ア
ミ
─
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
」。

　
そ
う
、
私
は
あ
の
場
所
へ
、
あ
え
て
言
え
ば
、
場
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
行
く
。
と
い
う
の
は
、
あ
そ
こ
は
、
私
の
頭
の
な
か
で
は
書
類
や
切
手

や
無
数
の
文
字
や
ば
ら
ば
ら
の
数
字
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
私
は
安
ら
ぎ

を
感
じ
る
。
あ
の
戸
惑
い
の
雲
を
、
は
っ
き
り
と
し
た
具
体
的
な
理
解
に
、

知
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

10

五
．「
溶
解
と
停
泊
」

　
こ
こ
で
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
個
人
的
経
験
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を

決
め
た
が
、
大
部
分
に
お
い
て
異
な
る
社
会
的
コ
ー
ド
を
選
ん
だ
一
人
の

作
家
に
と
っ
て
の
、
異
な
る
言
語
の
探
求
の
問
題
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
・
カ

ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
表
現
「
溶
解
と
停
泊
」
は
、
私
た

ち
が
彼
女
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
役
立
つ
ガ
イ
ド
に
な
り
う
る
。
こ
れ

は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
、
帰
化
し
た
国
と
し
て
こ
の
作
家
に
与
え
た
よ
う

に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
読
み
で
は
、
過
去
が
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
ほ
ど
置
き
去
り
に
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
新
た
な
言
語
的

な
選
択
に
お
い
て
、
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
は
、
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
ば
か
り

で
な
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
も
、
東
洋
的
な
ル
ー
ツ
と
結
び
つ
く
の
を
や
め

て
い
な
い
。
日
本
的
な
形
式
を
担
う
彼
女
の
資
質
に
お
い
て
、
カ
ズ
ミ
ử

ス
タ
ー
ル
は
、
こ
の
形
式
を
自
分
の
も
の
に
し
、
新
し
い
内
容
で
満
た
す

こ
と
に
対
す
る
疑
問
は
抱
い
て
い
な
い
。
そ
の
新
し
い
内
容
と
は
二
十
一

世
紀
の
女
性
が
享
受
す
る
独
立
、
清
少
納
言
が
ま
さ
か
夢
見
る
こ
と
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
同
じ
テ
キ
ス

ト
の
次
の
節
を
見
て
み
よ
う

　
私
は
一
九
八
八
年
の
冬
、
は
じ
め
て
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
来
て
、
最

初
か
ら
、
溶
解
と
停
泊
の
奇
妙
な
印
象
を
お
ぼ
え
た
。
ど
こ
か
ハ
リ
ケ
ー

ン
に
似
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
い
い
意
味
だ
。
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あ
の
最
初
の
滞
在
の
あ
い
だ
、「
当
惑
」
と
で
も
呼
べ
る
状
態
に
い
た

こ
と
に
、
は
っ
き
り
し
た
客
観
的
な
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
そ
も
そ
も
ブ

エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
は
予
期
せ
ぬ
運
命
ử
目
的
地
だ
っ
た
。
今
日
（
二
十
二

年
後
）、
と
て
も
幸
運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
あ
の
と
き
は
、

い
ま
言
っ
た
よ
う
に
予
期
せ
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
思
い
が
け
な
い
こ
と

で
、
あ
る
意
味
で
想
像
し
た
こ
と
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

11

六
．
日
本
文
化
を
分
析
す
る
南
米
社
会
学
者

　
こ
の
講
演
会
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
社
会
学
者
レ
ナ

ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
（R

enato O
rtiz, 

一
九
四
七
─
）
の
著
書
に
つ
い
て
、
詳

し
く
言
及
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
の
よ
り
興
味
深
い
観
察
の

い
く
つ
か
は
、
現
代
の
日
本
と
世
界
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
講
演
の
最
後
で
、
こ
の
主
張
の
新
し
い
三
角
関
係
は
、
次
の
三
国
を

柱
と
す
る
形
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
三
国
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
（
社
会
学
者
の

出
身
国
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
女
性
翻
訳
者
の
出
身
国
）、
日
本
（
研
究
者
が

主
題
と
す
る
国
）
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
は
、
必
ず
し
も
原

語
か
ら
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
の
価
値
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
は
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
社
会
学
者
レ
ナ
ト
・
オ
ル

テ
ィ
ス
の
作
品
『
近
さ
と
遠
さ
。
日
本
と
近
代
世
界
』( L

o próxim
o y lo 

distante. Japón y la m
odernidad-m

undo, B
uenos A

ires, Editorial Interzona)

を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
し
た
。
も
し
、
こ
の
翻
訳
者

が
直
に
日
本
文
化
の
本
質
的
な
要
素
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
翻
訳
テ
キ

ス
ト
は
し
か
る
べ
き
レ
ベ
ル
に
到
達
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
新
た
な
社
会
人
類
学
を
行
い
、
少
し
前
ま
で
日
本
の
内
外
を
支
配
し
て

い
た
社
会
学
を
批
判
し
た
レ
ナ
ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
に
と
っ
て
、
重
要
な
の

は
、
研
究
対
象
の
な
か
に
近
さ
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
遠
さ
を
見
る

こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
オ
ル
テ
ィ
ス
は
、
日
本
を
「
島
」
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
下
に
あ
る
と
見
な
し
、
そ
こ
か
ら
国
の
特
徴
を
構
築
す
る
と
い

う
既
成
の
言
説
に
反
対
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
社
会
人
類
学
者
は
、「
明

治
維
新
」
の
開
始
に
抵
抗
す
る
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
始
ま
っ

た
一
八
九
〇
年
以
降
、
少
な
く
と
も
日
本
人
に
と
っ
て
強
い
不
安
の
原

因
と
な
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
い
う
問
題
か
ら
日
本
に
接
近
す
る
。

想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
ル
テ
ィ
ス
は
、
そ
の
［
維
新
と
い
う
］
呼
称
に

つ
い
て
考
え
、
保
守
派
の
意
見
が
目
論
む
よ
う
に
、
明
治
時
代
は
「
維

新restauración

」
だ
っ
た
の
か
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
の
研
究
者
に
と
っ

て
、
一
八
六
八
年
以
降
の
日
本
に
起
き
た
こ
と
は
、
新
し
い
「
国
家
」
の

指
導
部
が
主
導
す
る
大
き
な
「
変
化
」
だ
っ
た
（
オ
ル
テ
ィ
ス 2003:77-

78

）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
オ
ル
テ
ィ
ス
は
ま
た
、
明
治
時
代
の
始
ま
り
か
ら

一
世
紀
後
の
作
家
三
島
由
紀
夫
の
自
殺
は
、
実
は
新
し
い
時
代
が
導
入
し

た
近
代
化
と
変
化
に
対
す
る
絶
望
に
よ
る
行
為
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
オ

ル
テ
ィ
ス 2003:128

）。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
異
国
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
模
倣
、
土
着
的
な
も

の
と
外
国
的
な
も
の
と
の
対
立
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
れ
、
海
外
の
美
術

流
派
や
文
学
形
式
（
小
説
な
ど
）
の
存
在
で
あ
れ
、
何
も
か
も
が
、
十
九

世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
と
二
十
世
紀
の
大
部
分
を
生
き
た
日
本
人
数
世
代

の
憂
え
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
間
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も
な
く
書
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
G
・
ビ
ー
ズ
リ
ー

（W
.G

.B
easely, 1919-2006

）
の
一
九
六
三
年
の
す
ば
ら
し
い
伝
統
的
な
研

究
、『
日
本
近
代
史
』The M

odern H
istory of Japan

と
い
う
本
が
あ
る
。

ビ
ー
ズ
リ
ー
は
、
自
身
の
本
を
出
版
し
て
数
年
後
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

世
間
を
騒
が
せ
る
軍
事
的
蜂
起
を
実
行
す
る
と
は
露
知
ら
ず
、
躊
躇
な

く
、
日
本
文
学
を
代
表
す
る
近
代
作
家
と
し
て
三
島
由
紀
夫
に
言
及
し
て

い
る
。
さ
て
、
レ
ナ
ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
の
理
論
的
発
見
は
、［
日
本
人
に

と
っ
て
憂
え
る
も
の
と
な
っ
た
］
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

社
会
が
憂
慮
す
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
西

洋
に
と
っ
て
、
過
去
も
現
在
も
日
本
は
「
謎
」
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
決

ま
り
文
句
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の

ブ
ラ
ジ
ル
の
人
類
学
者
は
、
そ
の
「
謎
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
日

本
の
近
代
化
研
究
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
神
秘
的

な
「
他
者
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
南
米
と
同
じ
問
題
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
も
う
一
つ
の
顔
な
の
だ
と
（
オ
ル
テ
ィ
ス 2003:16-17

）。
そ

し
て
、
こ
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
言
い
方
を
も
じ
っ
て
、

以
下
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
日
本
─
エ
ル
・
オ
ト
ロ
（
他

者
）、
エ
ル
・
ミ
ス
モ
（
自
己
）

12
」
な
の
で
あ
る
。

　
　

訳
者
付
記

　
ホ
セ
・
ア
ミ
コ
ラ
氏
は
国
立
大
学
ラ
プ
ラ
タ
大
学
哲
文
学
部
で
二
〇
一
三
年
ま
で
教

鞭
を
と
ら
れ
、
現
在
は
同
大
学
の
客
員
教
授
を
つ
と
め
て
い
る
。
専
門
は
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
文
学
で
、
と
く
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
作
家
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ル
ル
ト
や
フ
リ
オ
・

コ
ル
タ
サ
ル
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
。
長
年
の
功
績
を
称
え
、

二
〇
一
五
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
国
際
交
流
基
金
の
招
き
で
訪
日
さ
れ
た
（
招

聘
に
際
し
て
は
京
都
産
業
大
学
の
井
尻
香
代
子
氏
が
尽
力
さ
れ
た
）。
来
日
中
は
、
日
本

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
学
会
第
三
十
六
回
大
会
の
特
別
企
画
と
し
て
組
ま
れ
た
パ
ネ
ル
「
詩

の
翻
訳
可
能
性
と
受
容
に
つ
い
て

─
ボ
ル
ヘ
ス
の「
十
七
の
俳
句
」を
め
ぐ
っ
て

─
」

に
登
壇
し
た
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
大
学
で
学
生
向
け
に
講
演
を
行
い
、
六
月
十
九
日
に

本
学
・
総
合
文
化
研
究
所
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
そ
の
と

き
の
講
演
録
で
あ
る
。
講
演
会
に
は
た
ま
た
ま
来
日
中
だ
っ
た
ボ
ル
ヘ
ス
夫
人
の
マ
リ

ア
・
コ
ダ
マ
氏
も
（
関
係
者
は
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
が
）
出
席
し
た
。

　
　

註

1
　 

ボ
ル
ヘ
ス
『
論
議
』
国
書
刊
行
会
所
収
。
な
お
、
一
九
五
一
年
に
行
わ
れ
た
こ
の

講
演
が
、「
一
九
三
二
年
」
に
初
版
の
出
た
『
論
議
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
金
子
奈
美
「
周
縁
的
作
家
と
伝
統
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ア
チ
ャ
ガ
の
『
オ
バ
バ
コ
ア
ク
』

に
お
け
る
ボ
ル
ヘ
ス
的
〈
不
敬
〉
の
概
念
」、『
言
語
・
地
域
文
化
研
究
』
十
九
号
を
参

照
さ
れ
た
い
。

2
　 

こ
の
十
七
の
俳
句
に
は
二
種
の
邦
訳
が
あ
る
。
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
＋

山
本
空
子
＋
高
橋
睦
郎
「
傳
奇
亭
吟
草
」、『
す
ば
る
』
一
九
九
九
年
十
月
号
。
ま
た
、

清
水
憲
男
「
ボ
ル
ヘ
ス
の
『
俳
句
』」、『
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
研
究
』30(1)

、二
〇
〇
八
年
。

3
　 

松
尾
芭
蕉
の
句
「
こ
の
道
や
ゆ
く
人
な
し
に
秋
の
暮
れ
」(Este cam

ino / ya na-

die lo recorre / salvo el crepúsculo)

よ
り
。
ス
ペ
イ
ン
語
へ
の
翻
訳
は
オ
ク
タ
ビ
オ
・

パ
ス
と
林
家
永
吉
に
よ
る(B

asho M
atsúo, Sendas de O

ku, Edición de O
ctavio Paz y 

Eikichi H
ayashiya, A

tlanta, G
irona, 2014.)

。

4
　 
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』（
野
谷
文
昭
訳
）、
集
英
社
、

一
九
九
六
年
、
九
三
─
九
四
頁
。
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5
　 『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』、
八
七
─
八
八
頁
。

6
　 『
枕
草
子
』（
石
田
穣
二
（
訳
注
）『
枕
草
子
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
一
三
六
段
）

7
　 
川
端
康
成「
十
六
歳
の
日
記 

あ
と
が
き
の
二
」『
川
端
康
成
全
集
』第
二
巻
、新
潮
社
、

一
九
八
〇
年
、
四
二
頁
。

8
　 

ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
詳
細
な
経
歴
に
つ
い
て
は
、
高
木
佳
奈
「
越
境

者
が
辿
り
着
い
た
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス

─
ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
の
作
品
に

見
ら
れ
る
重
層
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
考
察
」、『
異
文
化
』
十
四
号
（
二
〇
一
三
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

9
　 

カ
ズ
ミ
ử
ス
タ
ー
ル
は
二
〇
一
五
年
現
在
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ

レ
ス
校
の
教
員
で
あ
る
。

10
　 K

azum
i-Stahl, A

nna, “Prim
eros días porteños” en B

uenos A
ires com

o un pla-

no, com
pilado por A

rnaldo C
alveyra, B

uenos A
ires, Editorial La B

estia Equilátera, 

2010, p. 208.

11
　 K

azum
i-Stahl, A

nna, ibid., p.204.

12
　 

ボ
ル
ヘ
ス
の
詩
集
に
『
エ
ル
・
オ
ト
ロ
、エ
ル
・
ミ
ス
モ
』（
斎
藤
幸
男
訳
、水
声
社
、

二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。
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砂
漠
に
囲
ま
れ
た
町
に
、
奇
跡
の
美
術
館
が
あ
る
。
場
所
は
中
央
ア
ジ

ア
の
小
さ
な
町
ヌ
ク
ス
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
自
治
共
和
国
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
ス
タ
ン
の
首
都
と
は
い
え
、
人
口
は
三
十
万
弱
ほ
ど
で
、
中
心
部
を
少

し
離
れ
る
と
、
視
線
の
先
に
は
砂
の
地
平
線
が
広
が
る
。
旅
行
客
を
惹
き

つ
け
る
も
の
な
ど
何
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
町
に
、
ソ
連
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
絵
画
の
希
少
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
持
つ
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク

な
美
術
館
が
存
在
す
る
。

カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
共
和
国
立
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
記
念
美
術
館
が
設
立

さ
れ
た
の
は
一
九
六
六
年
の
こ
と
だ
。
創
設
に
尽
力
し
た
イ
ー
ゴ
リ
・
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
（
一
九
一
五
─
八
四
）
は
、
キ
エ
フ
に
生
ま
れ
、
モ
ス
ク
ワ

で
育
ち
、
元
々
は
画
家
を
志
し
て
い
た
。
だ
が
、
第
二
次
大
戦
中
に
サ
マ

ル
カ
ン
ド
に
疎
開
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
そ
の
人
生
は
大
き
く
変
わ

る
こ
と
と
な
る
。
中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
と
文
化
、
そ
し
て
自
然
に
魅
了
さ

れ
た
彼
は
、
古
代
ホ
レ
ズ
ム
文
明
の
民
俗
考
古
探
検
隊
に
参
加
す
る
た
め

カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
に
赴
き
、
つ
い
に
は
ヌ
ク
ス
に
移
住
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
初
め
頃
か
ら
、
彼
は
ソ
連
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
絵
画
の

収
集
を
始
め
た
。「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
タ
ブ
ー

視
さ
れ
て
い
た
ソ
連
時
代
に
、
打
ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
放
置
さ
れ
た

キ
ャ
ン
バ
ス
の
数
々
を
集
め
て
は
、
次
々
と
ヌ
ク
ス
の
美
術
館
に
送
る
彼

砂
漠
の
奇
跡
─
イ
ー
ゴ
リ
・
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
田
和
泉

の
行
動
は
、ほ
と
ん
ど
常
軌
を
逸
し
て
い
た
。
集
め
ら
れ
た
作
品
の
数
は
、

お
よ
そ
十
万
点
。
死
後
間
も
な
く
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
始
ま
り
、
前
衛
的

な
芸
術
が
解
禁
さ
れ
る
と
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
次
第
に

大
き
な
注
目
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
「
救
出
」

し
た
絵
の
数
々
は
、
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
い
わ
ば
「
ミ
ッ
シ

ン
グ
・
リ
ン
ク
」
を
成
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
特
色
は
、
中
央
ア
ジ
ア
、
と
り
わ

け
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
関
わ
り
の
あ
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
画
家
の
作

品
が
多
い
こ
と
だ
。
ロ
ト
チ
ェ
ン
コ
や
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
な
ど
、
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
い
た
芸
術
家
ほ
ど
の
知
名
度
は
な

く
と
も
、
彼
ら
は
極
め
て
興
味
深
い
作
品
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
そ

も
そ
も
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
た
こ
と
自
体
、
意
外
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

二
〇
世
紀
初
頭
に
爆
発
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運

動
は
、
ソ
連
体
制
の
芸
術
・
思
想
統
制
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
干
上
が
る

ア
ラ
ル
海
の
ご
と
く
そ
の
活
動
の
場
を
収
縮
し
て
い
っ
た
も
の
の
、
完
全

に
息
の
根
を
止
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
局
の
監
視
の
目
が
比
較
的

ゆ
る
い
地
方
共
和
国
で
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
芸
術
運
動
が
比
較
的
遅
く

ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
。
様
々
な
理
由
で「
中
央
」か
ら「
地
方
」へ
と
や
っ

て
来
た
画
家
た
ち
や
、
彼
ら
に
触
発
さ
れ
た
現
地
の
画
家
た
ち
が
、
そ
の
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土
地
の
文
化
に
根
差
し
た
独
自
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
形
成
し
て
い

く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
は
あ
っ
た
。

ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
た
ち
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は

実
に
多
彩
だ
。
民
族
的
に
は
カ
ザ
フ
人
だ
が
、
タ
シ
ケ
ン
ト
で
絵
画
を
学

ん
だ
ウ
ラ
ル
・
タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ
（
一
九
〇
四
─
七
四
）、
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク

（
現
ベ
ラ
ル
ー
シ
）
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
ル
ヴ
ィ
ム
・
マ
ー
ゼ
リ
（
一
八
九
〇

─
一
九
六
七
）、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
生
ま
れ
の
ロ
シ
ア
人
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
・
ヴ
ォ
ル
コ
フ
（
一
八
八
六
─
一
九
五
七
）、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
タ
シ
ケ
ン

ト
に
移
住
し
て
き
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ウ
フ
ィ
ー
ム
ツ
ェ
フ
（
一
八
九
九
─

一
九
六
四
）、
一
九
一
八
年
に
タ
シ
ケ
ン
ト
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と

以
外
に
詳
し
い
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
ま
っ
た
く
不
明
で
、
長
ら
く
フ
ァ
ー
ス

ト
ネ
ー
ム
す
ら
「
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
」
と
誤
っ
て
記
述
さ
れ
て
き
た
ヴ
ラ

ジ
ー
ミ
ル
・
ル
イ
セ
ン
コ
（
一
九
〇
三
─
？
）
な
ど
、
こ
こ
に
挙
げ
た
だ

け
で
も
そ
の
多
文
化
混
淆
ぶ
り
が
う
か
が
え
よ
う
。

彼
ら
の
中
に
は
、
後
に
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
転
じ

た
者
も
い
る
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
自
身
、「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
の
み
に

固
執
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
流
派
に
拘
ら
ず
に
自
ら
が
「
よ
い
」
と

感
じ
た
絵
を
収
集
し
て
い
た
よ
う
だ
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
見
る
と
、
広
大
な
ソ
連
の
芸
術
界
全
体
が
、
当
局
の
命
じ
る
ま
ま
一
気

に
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
社
会

主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
も
、
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
り
も

は
る
か
に
多
様
で
、
多
義
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。

　
本
年
三
月
十
八
日
、
沼
野
恭
子
と
前
田
和
泉
の
二
人
は
、
こ
の
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
現
状
を
調
査
す
べ
く
ヌ
ク
ス
を
訪
れ
た
。
世

界
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
研
究
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
と

は
い
え
、
タ
シ
ケ
ン
ト
か
ら
飛
行
機
で
二
時
間
と
い
う
「
僻
地
」
に
あ

り
、
経
済
的
に
も
決
し
て
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
美
術
館
で
、
そ
の
貴
重
な
作
品
の
数
々
は
、
驚
く
ほ
ど
無
造
作
に

展
示
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
絵
は
ご
く
質
素
な
白
木
の
枠
が
は
め
ら
れ
た

だ
け
で
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
に
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
作
品
を

展
示
す
る
た
め
、
普
通
の
美
術
館
で
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
ぎ
っ
し
り
と
絵

が
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

絵
画
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
歴
史
や
民
俗
文
化
に

関
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
、
こ
の
美
術
館
の
重
要
な
基
盤
を
成
し
て
い

る
。
三
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
（
考
古
学
、
民
俗
工
芸
品
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
絵
画
）

を
巡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
は
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
現

地
の
民
俗
文
化
と
の
相
関
関
係
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
空
間
を
作
る
こ
と
が
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
夢
だ
っ
た
。

　
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
美
術
館
の
館
長
マ
リ
ニ
カ
・
バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ
氏
は
、

幼
い
頃
か
ら
個
人
的
に
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
そ
の
著
書

Igor Savitsky: A
rtist, C

ollector, M
useum

 Founder (London: Silk R
oad 

Publishing H
ouse, 2011)

は
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
足
跡
を
知
る
た
め
の
基

本
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
ヌ
ク
ス
訪
問
に
際
し
て
、
私
た
ち
は
バ

バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ
氏
に
取
材
し
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
に
つ
い
て
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
二
時
間
に
わ
た
る
そ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
抄
訳
を
以
下
に
掲
載
す
る
。
な
お
、
本
調
査
は
、
科
学

研
究
費
基
盤
（
Ｂ
）「
西
欧
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
に
お
け
る
知
覚
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
と
表
象
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
代
表
・
山
口
裕

之
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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マ
リ
ニ
カ
・
バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ
（
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
共
和
国
立
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
記
念
美
術
館
館
長
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　
　
　
　
　【
聞
き
手
】
沼
野
恭
子
、
前
田
和
泉
（
編
集
協
力
・
大
内
悠
）

 

　
　
　

画
家
、
コ
レ
ク
タ
ー
、
美
術
館
創
設
者

沼
野

　
バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ
さ
ん
の
ご
著
書
『
イ
ー
ゴ
リ
・
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー

─
画
家
、
コ
レ
ク
タ
ー
、
美
術
館
創
設
者
』
を
と
て
も
興
味
深
く
拝
読

し
ま
し
た
。
本
の
題
名
か
ら
だ
け
で
も
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
活
動
が
い
か
に

多
岐
に
渡
っ
て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
彼
の
才
能
や
功
績
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
多
才
な
人
で
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
並

外
れ
た
人
間
で
し
た
。
彼
の
よ
う
な
人
が
現
れ
た
の
は
カ
ラ
カ
ル
パ
キ
ア

に
と
っ
て
僥
倖
で
し
た
。

　
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
は
天
才
的
な
収
集
家
で
し
た
。
独
特
の
セ
ン
ス
を

持
ち
、
東
洋
や
ロ
シ
ア
だ
け
で
は
な
く
世
界
中
の
文
化
に
通
暁
し
て
い
ま

し
た
。
大
変
な
教
養
人
で
、
と
い
う
の
も
ロ
シ
ア
貴
族
の
血
を
引
き
、
か

つ
中
産
階
級
の
エ
リ
ー
ト
層
に
も
属
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
当
時
そ
の
よ

う
な
階
層
の
子
供
に
は
全
人
的
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
教
育
を
受
け
さ

せ
る
伝
統
が
あ
り
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
幼
年
期
は
あ
の
時
代
に
典

型
的
な
も
の
で
、
彼
は
ご
く
幼
い
頃
か
ら
文
化
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識

を
教
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
の
家
庭
教
師
が
い
て
、
家
族

か
ら
は
文
化
を
愛
す
る
心
を
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
物
心
が
つ
き
始
め
た
頃

か
ら
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
世
界
中
の
文
化
へ
の
愛
と
理
解
を
躾
け
ら
れ
た

の
で
す
。

　
彼
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
来
た
の
は
第
二
次
大
戦
中
で
し
た
。
当
時
は

社
会
の
中
で
東
洋
文
化
が
好
ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
先
生
た
ち
か
ら
東
洋

や
中
央
ア
ジ
ア
、
特
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
関
し
て
た
く
さ
ん
話
を
聞
い
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
で
戦
時
中
と
い
う
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
喜

ん
で
こ
の
地
へ
赴
い
た
の
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に

来
て
初
め
て
色
と
は
何
か
、
空
気
の
色
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
理

解
し
、
こ
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
芸
術
家
に
な
っ
た
、
と
自
伝
エ
ッ
セ
イ
の

中
で
記
し
て
い
ま
す
。

  

ま
た
、
彼
は
と
て
も
興
味
深
い
画
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
絵
画
作

品
、
特
に
中
央
ア
ジ
ア
時
代
の
も
の
を
見
れ
ば
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
ど
ん

な
に
才
能
あ
る
画
家
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
自
分
の
才
能
を
無
駄
に
し
た
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
そ

の
才
能
を
自
ら
の
中
に
し
ま
い
込
み
、
絵
画
の
収
集
や
美
術
館
事
業
に
専

念
す
る
た
め
絵
画
へ
の
情
熱
を
犠
牲
に
し
、
絵
を
描
く
こ
と
を
や
め
た
の

で
す
。
し
か
し
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
遺
し
た
絵
画
作
品
の
数
々
は
、
彼
が

素
晴
ら
し
い
画
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
民
俗
・
考
古
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
プ

ロ
の
学
者
と
い
う
よ
り
コ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
と
専
門
家
た
ち
は
言
い
ま

す
。
も
し
か
す
る
と
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
民
俗
学
や
考
古
学
の
専
門
的
な

規
範
を
破
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の

は
、
物
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
美
術
館
に
渡
す
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
現
地
の
人
た
ち
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
民
族
、
中
央
ア

ジ
ア
全
体
の
伝
統
や
文
化
を
熟
知
し
、
高
く
評
価
し
て
い
ま
し
た
。

カ
ラ
カ
ル
パ
ク
人
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
少
数
民
族
で
、
ソ
連
時
代
に
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は
そ
の
文
化
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ま
ず
何
よ
り
も
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
文
化
の
救
世
主
で

し
た
。
な
ぜ
な
ら
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
芸
術
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た

か
ら
で
す
。
彼
は
た
ゆ
ま
ぬ
活
動
を
も
っ
て
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
文
化
、
芸

術
を
救
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
ず
ロ
シ
ア
の
博
物
館
の
た
め
に
カ
ラ
カ
ル

パ
ク
芸
術
の
サ
ン
プ
ル
を
収
集
、
提
供
し
、
そ
れ
か
ら
今
度
は
カ
ラ
カ
ル

パ
ク
民
族
の
た
め
に
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
伝
統
工
芸
品
を
収
集
し
た
の
で
す
。

私
た
ち
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
集
め
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク

文
化
の
遺
伝
子
貯
蔵
庫
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
美
術
館

は
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
民
族
の
文
化
を
最
も
よ
く
理
解
で
き
る
世
界
で
唯
一

の
場
所
だ
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
は
宝
石
細
工
や
ユ
ル
タ
の
装
飾
品
、衣
装
、

手
工
芸
品
な
ど
が
九
千
点
以
上
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
工

芸
品
は
消
滅
し
か
け
て
い
た
の
で
す
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
そ
れ
を
救
出

し
、
世
界
に
宣
伝
し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
の
美
術

館
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
な
偉
業
で
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク

人
た
ち
、
特
に
上
の
世
代
の
人
々
は
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
ほ
ど
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
文
化
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
物
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

考
古
学
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
自
身
が
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
を
発
見
し
た
り
、
独
自
の
業
績
を
挙
げ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

モ
ス
ク
ワ
の
考
古
学
者
た
ち
の
仕
事
に
関
与
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ホ

レ
ズ
ム

1
の
考
古
・
民
俗
調
査
隊
の
こ
と
で
す
。
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術

館
や
モ
ス
ク
ワ
東
洋
博
物
館
に
古
代
ホ
レ
ズ
ム
の
考
古
遺
物
が
あ
る
の

は
こ
の
調
査
隊
の
お
か
げ
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
も
こ
れ
に
参
加
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
に
魅
せ
ら
れ
、

一
九
五
七
年
に
こ
こ
に
移
住
し
た
後
も
、
発
掘
調
査
や
民
俗
工
芸
品
収
集

に
関
わ
り
続
け
ま
し
た
。
一
九
六
六
年
に
美
術
館
の
館
長
に
な
っ
て
か
ら

は
、
自
ら
発
掘
調
査
を
主
導
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
収
集
し
た
品
は
モ
ス

ク
ワ
に
送
ら
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
美
術
館
に
残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は

こ
こ
で
展
示
さ
れ
た
り
、
研
究
や
修
復
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
彼
に
は
大
き
な
功
績
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
ス
タ
ン
の
芸
術
や
、
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
含
む
ロ
シ

ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
実
に
天
才
的
に
世
に
広
め

た
こ
と
で
す
。
当
時
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
よ
う
な
芸
術
を
宣
伝
す
る
こ

と
は
非
常
に
困
難
で
、
危
険
で
す
ら
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
は
柔
軟
か
つ
巧
妙
に
事
を
行
う
術
を
心
得
て
い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、
ソ
連
の
中
心
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
の
地
に
い
た
こ
と
や
、
現
地
の

指
導
部
や
知
識
人
の
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う

幸
運
な
状
況
が
重
な
っ
て
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
す
べ
て
を
実
現
で
き
た
の

で
す
。

彼
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
手
工
芸
を
復
興
さ
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
い
ろ

い
ろ
と
企
画
し
て
い
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
生
前
に
は
実
現
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
ま
る
で
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
命
じ
ら
れ
た
か
の
よ
う

に
、
そ
れ
ら
を
今
私
た
ち
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
カ
ラ

カ
ル
パ
ク
工
芸
復
興
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
美
術

館
に
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
ユ
ル
タ
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は

い
わ
ば
彼
の
夢
を
実
現
し
た
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。と
い
う
の
も
、

こ
の
美
術
館
は
世
界
の
注
目
を
こ
の
地
に
引
き
寄
せ
る
役
目
を
果
た
し

て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
彼
は
、現
地
市
民
の
精
神
的
な
充
足
に
加
え
、

物
質
的
な
恩
恵
も
確
保
し
て
く
れ
ま
し
た
。
観
光
や
周
辺
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
な
ど
を
通
じ
て
、
住
民
た
ち
は
美
術
館
か
ら
様
々
な
利
益
を
得
る
は
ず

で
す
。
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サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
だ
け
で
は
な
く
、
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
の
経
済
に
も
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。
亡
く
な
っ
た
後
の

二
〇
〇
二
年
に
追
叙
勲
章
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
国
の
発
展

に
対
す
る
彼
の
貢
献
が
い
か
に
多
面
的
で
重
要
な
の
か
を
政
府
も
理
解

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

 

　
　
　

画
家
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
～
「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
」
～

沼
野

　
画
家
と
し
て
の
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
つ
い
て
は
ど
う
評
価
し
て
い

ま
す
か
？

　
印
象
派
と
呼
ん
で
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
れ
た
画
家
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

私
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
を
訪
れ
て
彼
の
作
品
を
見
た
多
く
の
人
た
ち
の

意
見
で
も
あ
り
ま
す
。

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
人
生
は
と
て
も
複
雑
な
も
の
で
し
た
。
学
生
時
代
に

絵
を
描
き
始
め
た
頃
は
生
活
す
る
だ
け
で
も
大
変
で
、
絵
を
描
く
ど
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
家
族
は
ス
タ
ー
リ
ン
時

代
に
弾
圧
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
初
期
作
品
の
多

く
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
美
術
館
に
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
学
生
時
代

の
作
品
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
彼
は
、
古
代
ロ
シ
ア
も
の
な
ど
、
与
え
ら

れ
た
テ
ー
マ
で
描
く
方
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
大
テ
ロ

ル
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
恐
怖
に
直
面
し
た
子
供
時
代
の
心
理
を
反
映
し
た

複
雑
な
絵
画
作
品
も
残
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
『
懲
罰
隊
員
が
去
っ
た

後
』
と
い
う
作
品
は
、
非
常
に
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
題
材
で
す
が
、
ま
だ

詳
細
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
彼
が
東
洋
の
自
然
を
描
い
た
時
代
の

絵
の
方
が
重
要
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
素
晴
ら
し
い
風
景
画
家
で
あ

り
、
確
か
に
「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
印
象
派
」
と
呼
ん
で
い
い
で
し
ょ
う
。

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
作
品
は
様
々
な
時
間
帯
や
季
節
に
お
け
る
自
然
の
機

微
を
表
現
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
彼
の
愛
を
も
伝
え
て
い
ま
す
。
本
当

に
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
砂
漠
を
愛
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
珍
し
い
こ
と
で

す
。
普
通
だ
っ
た
ら
好
ん
で
描
か
れ
る
の
は
海
や
山
、
ど
こ
か
美
し
い
風

景
、
森
、
花
な
の
で
し
ょ
う
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
描
い
た
の
は
砂
漠
で

す
。
描
く
テ
ー
マ
の
選
択
も
普
通
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
風

景
が
地
平
線
な
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
作
品
を
私
た
ち
は
冗
談
半
分
で

「
パ
ス
タ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
地
平
線
は
本
当
に
果
て

し
な
く
長
い
か
ら
で
す
。
恐
ら
く
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
と
い
う
土
地

が
果
て
し
な
い
砂
漠
、
ス
テ
ッ
プ
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
構
図
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
面
積
は
と
て
も
広
大
で
、
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
全
土
の
四
〇
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
広
大
無
辺
の
地
を
眺

め
て
も
、
視
線
の
先
は
ど
こ
に
も
ぶ
つ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
由
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
地

で
こ
そ
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
愛

情
と
喜
び
を
も
っ
て
絵
に
し
た
の
で
す
。

一
方
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
東
洋
の
建
築
物
を
愛
し
、
ヒ
ヴ
ァ
や
そ
の

他
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
史
跡
を
絵
に
残
し
ま
し
た
。
朝
日
や
夕
日
に
優

し
く
彩
ら
れ
た
遺
跡
の
壁
面
を
、
彼
は
見
事
に
写
し
取
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
が
他
者
目
線
で
東
洋
を
描
く
際
に
あ
り
が

ち
な
単
な
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
確
か
に

「
美
」
が
存
在
し
ま
す
。
始
め
の
う
ち
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
も
や
は
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
的
な
目
線
で
し
た
が
、
や
が
て
彼
は
こ
の
地
の
す
べ
て
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に
対
し
て
、
何
か
温
か
く
親
し
み
の
こ
も
っ
た
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
個
人
的
な
何
か
を
表
現
す
る
か
の
よ
う
に
、
大

き
な
親
近
感
を
持
っ
て
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
美
を
描
い
て
い
ま
す
。

彼
が
と
ら
え
た
風
景
の
機
微
や
瞬
間
は
、
確
か
に
彼
が
と
て
も
愛
し
て
い

た
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の
手
法
に
類
似
し
て
い
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
な
ぜ

素
晴
ら
し
い
美
術
館
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
印
象
派
絵
画
の
あ
る
モ
ス
ク

ワ
を
捨
て
て
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
へ
移
り
住
ん
だ
の
か
と
訊
か
れ
る

と
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
う
答
え
た
も
の
で
し
た
。「
そ
こ
に
は
独
自
の

印
象
派
が
あ
る
ん
だ
」。

民
俗
工
芸
品
に
関
し
て
も
同
様
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
そ
れ
を
現
代
人

と
し
て
の
視
点
で
見
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
た
だ
「
何
か
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
も
の
」
と
し
て
で
な
く
、
そ
う
い
っ
た
刺
繍
模
様
や
ア
ッ
プ
リ
ケ
が

驚
く
ほ
ど
現
代
芸
術
と
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

点
に
お
い
て
、
画
家
と
し
て
の
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
非
常
に
興
味
深
い
存
在

で
す
。
彼
は
「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
」
で
あ
り
（
彼
に
と
っ
て

カ
ラ
カ
ル
パ
ク
は
タ
ヒ
チ
だ
っ
た
の
で
す
）、
そ
の
画
法
か
ら
す
る
と
、「
カ

ラ
カ
ル
パ
ク
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
ま
た
は
「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
印
象
派
」
と

呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

前
田

　
美
術
館
に
活
動
の
重
心
を
移
し
た
後
は
、
画
業
は
完
全
に
放
棄
し

た
の
で
し
ょ
う
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
え
え
、
残
念
な
が
ら
。
美
術
館
の
仕
事
を
始
め
て
か

ら
は
、「
一
度
に
二
つ
の
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
絵

を
描
く
こ
と
は
自
己
犠
牲
と
強
い
熱
意
を
要
し
ま
す
。
ど
ち
ら
か
を
お
ざ

な
り
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
れ
で
絵
画
を
断
念

し
た
の
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
画
家
と
し
て
の
自
分
を
犠
牲
に
し
、
美

術
館
の
運
営
に
持
て
る
力
の
す
べ
て
を
注
ぎ
ま
し
た
。

  

　
　
　

い
か
に
し
て
絵
を
集
め
た
か

沼
野

　
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
ん
な
に
沢
山

の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
絵
画
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
か
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
い
作
品
を
集
め
る
に
は
特
別

な
資
質
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

資
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
何
よ
り
彼
は
情
熱
家
で
し
た
。

美
術
館
の
た
め
に
、
画
家
活
動
や
平
穏
な
家
庭
生
活
、
健
康
、
時
間
、
快

適
な
生
活
を
犠
牲
に
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
生
の
楽
し
み
を
捨
て
去
っ

た
の
で
す
。
い
え
、
そ
も
そ
も
彼
に
は
「
楽
し
み
」
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
新
し
い
画
家
を
発
見
し
、
そ
の
作
品
を
救
い
出
し
ヌ
ク
ス
に
運

び
こ
む
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
は
大
き
な
喜
び
だ
っ
た
の
で
す
。

な
ぜ
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
第
一
に
当
局
の
支

援
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
文

化
を
救
っ
て
く
れ
た
し
、
そ
の
こ
と
を
皆
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
で

す
の
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
以
外
の
画
家
が
描
い
た
絵
画

の
収
集
を
始
め
た
と
き
も
、
当
局
の
信
頼
は
強
く
、
彼
の
よ
う
な
文
化
人

が
悪
事
を
働
く
わ
け
が
な
い
、
た
だ
美
術
館
を
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る

だ
け
だ
、
と
思
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。
彼
の
活
動
が
干
渉
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
彼
は
自
分
へ
の
信
頼
を
悪
用
し

た
の
で
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
結
果
的
に
は
国
の
た
め
に
な
り
、
当
時
認
め
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ら
れ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
も
で

き
ず
に
い
た
画
家
た
ち
の
絵
を
収
集
し
、
救
っ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
を

今
で
は
皆
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

初
め
の
う
ち
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
、
ヴ
ォ
ル
コ
フ
や
初
期
の
タ
ン
シ
ク
バ

エ
フ
、
ウ
フ
ィ
ム
ツ
ェ
フ
と
い
っ
た
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の

作
品
を
収
集
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
で
は
彼
ら
の
作
品
は
傑
作
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
こ
う
い
っ
た
前
衛
芸
術
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
彼
ら
は
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
な
ど
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
合
致

し
な
い
思
想
に
傾
倒
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
批
判
を
受
け
て
い
た
の

で
す
。
彼
ら
の
作
品
は
た
だ
無
造
作
に
放
置
さ
れ
、
誰
も
見
向
き
も
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
多
く
の
場
合
、
絵
の
持
ち
主
は
画
家
の
未
亡
人
や
親
戚
で

し
た
。
小
さ
い
ア
パ
ー
ト
で
は
絵
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
の
で
、
ゴ
ミ

箱
に
捨
て
よ
う
と
し
て
い
た
人
も
い
ま
し
た
。
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
コ
フ
の
息

子
た
ち
は
、
今
で
は
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
何
百
万
ド
ル
も
す
る
父
親
の
素
晴

ら
し
い
絵
の
数
々
を
、
大
喜
び
で
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
譲
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
当
時
そ
れ
ら
の
作
品
は
暖
房
設
備
の
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
親
戚
た

ち
が
家
を
暖
め
る
た
め
に
額
縁
や
構
台
を
取
り
外
し
て
燃
や
し
て
し
ま

う
の
で
、
絵
は
キ
ャ
ン
バ
ス
か
ら
剥
が
れ
落
ち
か
け
て
い
ま
し
た
。
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
家
に
現
れ
る
と
、
彼
ら
は
す
べ
て
の
絵
を
ほ
と
ん
ど
無
料

で
譲
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
正
確
に
言
う
と
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
五
〜
六

枚
分
の
絵
の
代
金
を
支
払
い
（
当
時
の
価
格
で
二
、三
百
ル
ー
ブ
ル
く
ら
い
で

し
た
。
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
売
り
手
は
誰
に
も
必
要

と
さ
れ
て
い
な
い
作
品
を
買
い
取
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
ら
し
て
い
ま
し

た
）、
受
領
書
を
書
く
の
で
す
。「
私
は
今
後
十
〜
十
五
年
間
で
買
い
取
っ

た
数
だ
け
の
作
品
に
対
し
て
支
払
い
を
す
る
義
務
を
負
う
」
と
。
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
は
あ
ち
こ
ち
で
絵
を
か
き
集
め
ま
し
た
。
た
と
え
ば
ア
ル
カ
ー
ジ

イ
・
ス
タ
ヴ
ロ
フ
ス
キ
ー
（
一
九
〇
三
─
八
〇
）
と
い
う
モ
ス
ク
ワ
の
画

家
が
い
ま
す
。
彼
の
作
品
は
モ
ス
ク
ワ
の
ど
の
美
術
館
に
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
私
た
ち
の
美
術
館
に
は
二
千
点
以
上
も
あ
る
の
で
す
。

た
だ
、
売
り
手
が
い
つ
も
代
金
の
支
払
い
を
辛
抱
強
く
待
っ
て
く
れ
る

と
は
限
ら
ず
、
中
に
は
早
く
金
を
よ
こ
せ
と
言
っ
て
、
法
的
手
段
に
訴
え

る
人
も
い
ま
し
た
。
私
が
こ
こ
に
勤
め
始
め
た
時
は
、
ち
ょ
う
ど
裁
判
の

真
っ
最
中
で
し
た
。
あ
る
絵
の
所
有
者
（
そ
の
絵
を
描
い
た
画
家
の
娘
さ
ん

で
す
）
が
、
早
く
代
金
を
払
う
よ
う
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
要
求
し
て
い
た
の

で
す
。
借
金
は
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
死
ぬ
直
前
に
は
、

ま
だ
数
千
点
の
作
品
に
対
す
る
支
払
い
が
済
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
は
私
た
ち
が
返
済
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
幼
い
頃
か
ら
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
父
は
よ
く
彼
に
冗
談
半

分
で
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た

─
「
お
前
は
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
て
、き
っ

と
ろ
く
な
死
に
方
は
し
な
い
だ
ろ
う
ね
。
借
金
に
埋
も
れ
て
死
ぬ
に
違
い

な
い
よ
！
」
と
。
も
ち
ろ
ん
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
そ
ん
な
風
に
亡
く
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
…
…
。
で
も
彼
の
死
後
、
絵
の
所
有
者
た
ち
が

こ
ぞ
っ
て
美
術
館
に
押
し
か
け
て
来
ま
し
た
。
特
に
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
以

後
、
前
衛
芸
術
が
流
行
り
始
め
る
と
、
元
々
約
束
し
て
い
た
よ
り
も
多
額

の
支
払
い
を
求
め
て
き
た
の
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
死
後
、
私
た
ち
は

八
年
間
借
金
の
返
済
を
続
け
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
も
う
本
当
に
大

変
で
し
た
。
私
た
ち
は
絵
の
代
金
と
し
て
、
当
時
の
価
格
で
三
六
万
ル
ー

ブ
ル

2
を
支
払
っ
た
の
で
す
。

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
は
画
家
の
未
亡
人
に
多
い
の
で
す
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
が
亡
き
夫
の
作
品
を
認
め
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
絵
を
無
料

で
譲
っ
て
く
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ク
リ
メ
ン
ト
・
レ
チ
コ

（
一
八
九
七
─
一
九
五
六
）
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
で
よ
く
知
ら
れ
た
ロ
シ
ア
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人
画
家
が
い
ま
す
。
レ
チ
コ
は
十
年
間
パ
リ
に
住
み
、
そ
の
作
品
は
サ
ロ

ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
展
や
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
も
出
展
さ
れ
、
フ
ラ
ン

ス
の
作
家
ア
ン
ド
レ
・
サ
ル
モ
ン
が
彼
に
つ
い
て
記
事
を
書
い
て
い
ま

す
。
レ
チ
コ
は
モ
ス
ク
ワ
に
帰
還
後
、
逮
捕
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

の
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
信
奉
者
だ
と
し
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
芸
術
家
同
盟

か
ら
除
名
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
生
活
の
糧
を
得
る
た
め

に
、
農
業
学
校
で
教
師
を
し
た
り
、
絵
の
注
文
制
作
を
し
た
り
、
ス
タ
ー

リ
ン
の
肖
像
画
を
描
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
彼
の
未
亡
人
は
、
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
が
夫
を
認
め
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
本
当
に
感
謝
し
て
い
た

の
で
、
一
九
八
四
年
に
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
亡
く
な
る
と
、
私
た
ち
を
家
に

招
待
し
て
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。「
私
の
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
る
夫
の
絵

は
こ
れ
で
全
部
で
す
。
ど
う
ぞ
持
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
、
私
は
も
う
先

が
長
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
さ
ん
に
は
と
て
も
感
謝
し
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
す
べ
て
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
」。
驚
く
ほ
ど
の
大

盤
振
る
舞
い
で
す
。
彼
女
は
ご
く
普
通
の
学
校
の
先
生
で
、
子
供
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
当
時
す
で
に
レ
チ
コ
の
作
品
は
高
額
な
値
段
が
つ
い
て
い

て
、
国
内
外
の
多
く
の
美
術
館
が
彼
の
作
品
を
手
に
入
れ
た
が
っ
て
い
た

の
に
、
レ
チ
コ
の
妻
は
す
べ
て
私
た
ち
の
美
術
館
に
譲
っ
て
く
れ
た
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
私
た
ち
も
驚
愕
し
ま
し
た
。
作
品
を
す
べ
て
運

び
出
す
の
は
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
し
た
。
彼
女
が
残
り
の
人
生
の
数
カ

月
間
を
空
っ
ぽ
の
ア
パ
ー
ト
で
過
ご
す
の
だ
と
思
う
と
、
涙
が
出
そ
う
で

し
た
。
け
れ
ど
そ
の
提
案
を
断
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

は
、
と
て
も
胸
を
打
つ
出
来
事
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
を
手
に
入
れ
た
経
緯
は
様
々
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー

が
自
分
で
集
め
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
購
入
し
た
も
の
、
贈
ら
れ
た
も
の
も

あ
り
ま
す
。
実
は
、
持
ち
主
に
返
却
し
た
作
品
も
あ
り
ま
し
た
。
画
家
の

相
続
人
の
中
に
は
強
硬
な
人
た
ち
も
い
て
、
法
外
な
金
額
を
要
求
し
て
き

た
た
め
、
結
局
折
り
合
い
が
つ
か
ず
に
絵
画
を
返
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
し
か
し
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
集
め
た
数
万
点
の
作
品
は
ほ
ぼ
美
術
館

に
残
っ
て
い
ま
す
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
主
義
リ

ア
リ
ズ
ム
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
芸
術
の
多
様
性
を
示
す
こ
と
こ
そ
が
、
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。

沼
野

　
美
術
館
は
一
九
六
六
年
に
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ

キ
ー
は
い
つ
絵
画
の
収
集
を
始
め
た
の
で
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
美
術
館
が
で
き
た
当
初
か
ら
で
す
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ

ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
支
局
に
勤
務
し
て
い
た

頃
、
彼
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
芸
術
品
を
収
集
し
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
美

術
館
の
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
現
地
当
局
は
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
芸
術
の
美
術
館
を
造
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

芸
術
の
展
示
は
全
く
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
は
、「
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
芸
術
家
た
ち
に
過
去
の
芸
術
に

つ
い
て
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
の
芸
術
は

ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
だ
か
ら
」
と
言
い
出
し
た
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
で

は
偶
像
崇
拝
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
造

形
美
術
が
誕
生
し
た
の
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン

で
は
や
っ
と
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
し
た
。
美
術
館
が
造
ら
れ
た
の

は
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
、
ロ
シ
ア
や
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
の
そ
れ
ま
で
の
芸
術
を
手
本
と
し
て
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
芸

術
家
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
当
局
や

予
算
を
担
当
す
る
役
人
た
ち
に
尤
も
ら
し
い
説
明
を
す
る
た
め
の
方
便
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で
、
彼
は
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
う
言
っ
て
説
得
に
あ
た
っ
た
の
で

す
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
前
衛
芸
術
に
お
金
を
出
し
て
く

れ
る
者
な
ど
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
言
っ
た
こ

と
は
嘘
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
彼
が
集
め
て
き
た
絵
画
作
品

は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
の
芸
術
家
に
た
く
さ
ん
の
知
識
や
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
ヴ
ォ
ル
コ
フ
や
タ
ン
シ
ク

バ
エ
フ
や
モ
ス
ク
ワ
の
画
家
た
ち
の
絵
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
の

で
す
。
た
だ
し
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
う
し
た
大
義
名
分
を
は
る
か

に
凌
駕
す
る
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で
し
た
。
こ
ん
な
に
沢
山
の
作
品
は
必

要
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
で
も
彼
は
柔
軟
で
し
た
た
か
な
策
士
で
し
た
。

そ
れ
に
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
は
競
争
相
手
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時

ソ
連
国
内
に
は
、
あ
え
て
前
衛
芸
術
作
品
を
展
示
し
よ
う
と
い
う
美
術
館

は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
保
管
庫
に
そ
う
い
う
作
品
が

あ
っ
た
と
し
て
も
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
作
品
が
展
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
「
雪
解
け
」
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
し
た
。
し
か
し
そ
こ
で

ま
た
マ
ネ
ー
ジ
広
場
で
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
例
の
騒
動

3
が
あ
り
、

再
び
停
滞
の
時
代
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
八
〇
年
代
に
イ
リ
ー
ナ
・

ア
ン
ト
ー
ノ
ワ

4
が
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
芸
術
」
の
展
覧
会
を
開
き
、
そ
し
て

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
後
、
よ
う
や
く
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
画
家
た
ち
の
作
品

が
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
外
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
、
ソ
連
で
唯
一
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
だ
け
が
公
然
と
前
衛
芸
術
作
品
を

購
入
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
こ
の
ヌ
ク
ス
と
い

う
場
所
で
す
。
こ
こ
は
彼
に
と
っ
て
こ
の
上
な
く
好
都
合
な
環
境
で
し

た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
い
つ
も
「
こ
ん
な
美
術
館
は
ヌ
ク
ス
で
し
か
建
て

ら
れ
な
い
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

沼
野

　「
当
局
」
か
ら
の
援
助
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、「
当
局
」
と

い
う
の
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
い
え
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
行
政
当
局
の
こ
と
で

す
。
当
時
ソ
連
に
は
共
産
党
の
地
域
支
部
が
あ
り
、
そ
こ
が
大
き
な
権
限

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン

当
局
に
美
術
館
開
設
の
た
め
の
費
用
を
出
し
て
ほ
し
い
と
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
美
術
館
建
設
自
体
は
特
に
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
購
入
し
た
作
品
の
代
金
を
支
払
う
の
は
難

題
で
し
た
。
た
だ
、
そ
う
い
う
「
綱
渡
り
的
」
な
こ
と
を
し
て
い
た
と
は

い
え
、
彼
は
も
ち
ろ
ん
詐
欺
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
当
局
か
ら
信
頼
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
も
そ
も
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
の
地
域
の
文

化
の
保
存
と
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
か
ら
で
す
。

現
地
の
仲
間
た
ち
の
中
に
も
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
を
支
援
し
く
れ
た
人
た
ち

が
い
ま
し
た
。
最
も
早
い
時
期
か
ら
付
き
合
い
の
あ
っ
た
画
家
ク
デ
ィ
ル

バ
イ
・
サ
イ
ポ
フ
（
一
九
三
九
─
七
二
）
は
よ
き
理
解
者
で
し
た
し
、
学

者
た
ち
の
間
に
も
そ
の
よ
う
な
人
は
多
く
い
ま
し
た
。
私
の
父
も
そ
の
一

人
で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
た
め
に
研
究
所
を
設
置
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
父

は
モ
ス
ク
ワ
の
大
学
院
で
学
位
を
取
り
、
世
界
の
文
化
に
触
れ
て
き
た
の

で
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
し
て
い
た
こ
と
を
広
い
視
野
で
見
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。
父
は
そ
の
後
、
共
産
党
の
州
委
員
会
で
勤
務
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
で
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
当
局
か
ら
の
恩
恵
に
授
か
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
美
術
館
の
た
め
の
資
金
を
得

て
い
ま
し
た
。

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
情
熱
の
人
で
、
私
利
私
欲
に
走
る
よ
う
な
人
間
で
は

な
か
っ
た
た
め
、
ど
ん
な
役
人
も
文
句
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
愛
国
心
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に
満
ち
た
人
た
ち
は
自
国
の
イ
メ
ー
ジ
の
た
め
に
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
を
援

助
し
ま
し
た
。
自
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
自
分
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
と

同
じ
で
す
か
ら
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
国
内
の
あ
ち
こ
ち
で
展
覧
会
を
開
催

し
、
非
常
に
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
し
た
。
彼
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
頭
の
お
か
し
い
人
だ
と
は
思
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ど
ん
な
型
に
も
収
ま
ら
な
い
熱
狂
者
で
し

た
。
晩
年
は
、
資
金
繰
り
と
支
払
い
の
こ
と
で
苦
労
し
ま
し
た
。
借
金
が

溜
ま
り
続
け
、
絶
望
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
最
後
に
は
と
う

と
う
資
金
援
助
が
打
ち
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
い
い
時
も

あ
れ
ば
、
悪
い
時
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

沼
野

　
美
術
館
建
設
に
国
費
は
投
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
い
え
、
国
費
で
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
前
代
未
聞
の
出

来
事
で
す
。
ほ
ぼ
一
人
の
人
間
が
、
国
の
予
算
を
利
用
し
な
が
ら
、
自
分

の
好
み
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
し
た
の
で
す
か
ら
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
自

身
は
裕
福
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
給
料
も
何

も
か
も
美
術
館
の
た
め
に
捧
げ
た
の
で
す
。
彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
彼
個

人
の
も
の
で
は
な
く
国
の
も
の
で
す
。
け
れ
ど
彼
は
自
分
の
望
む
ま
ま
に

そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
も
し
権
力
の
目
が
行
き
届
き
や
す
い
大
都
市
な
ら
、
そ
ん
な
こ

と
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

沼
野

　
芸
術
史
上
に
残
る
奇
跡
で
す
ね
。

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
そ
の
と
お
り
。
そ
れ
こ
そ
が
私
た
ち
の
美
術
館
の
謎

な
の
で
す
。
あ
あ
い
う
体
制
下
で
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の

か
、
多
く
の
人
は
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

沼
野

　
そ
の
話
を
も
う
少
し
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
色
々
な
要
因
が
あ
り
ま
す
。
様
々
な
幸
運
の
巡
り
合

わ
せ
、
進
歩
的
思
想
を
持
つ
当
局
上
層
部
や
知
識
人
た
ち
の
援
助
、
そ
れ

に
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
情
熱
と
外
交
的
手
腕
…
…
。
彼
は
水
晶
の
よ
う
に
純

粋
で
し
た
が
、
天
使
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
彼
の
企
て
は
す

べ
て
美
術
館
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

沼
野

　
雪
解
け
期
の
雰
囲
気
は
美
術
館
の
新
設
に
何
か
影
響
が
あ
り
ま

し
た
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
も
ち
ろ
ん
で
す
。
多
く
の
人
が
逮
捕
さ
れ
、
刑
務
所

に
送
ら
れ
た
恐
ろ
し
い
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
実

現
し
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
美
術
館
に
作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

画
家
た
ち
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
時
代
だ
っ

た
の
か
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
時
代
は
も

う
少
し
穏
健
で
し
た
。
当
時
も
ま
だ
全
体
主
義
的
な
体
制
で
あ
っ
た
も
の

の
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
よ
う
な
恐
怖
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

　
　
　

ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
～
「
色
彩
の
パ
レ
ー
ド
」
～

前
田

　
こ
の
美
術
館
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
、
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ど
の
画
家
を
最
重
要
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
か
。

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
難
し
い
質
問
で
す
ね
。
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
の
中
か
ら
選
ぶ
と
し
た
ら
、
ヴ
ォ
ル
コ
フ
や
初
期
の
タ
ン
シ
ク
バ
エ

フ
で
し
ょ
う
か
。

前
田

　
タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ
は
初
期
の
作
品
だ
け
で
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
そ
う
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
後
期
の
タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ

も
素
晴
ら
し
い
の
で
す
が
、
や
は
り
画
家
と
し
て
の
絶
頂
期
は
、
数
多
く

の
実
験
を
試
み
た
初
期
だ
と
思
い
ま
す
。
初
期
の
彼
は
自
ら
に
誠
実
で
、

よ
り
興
味
深
い
画
家
で
し
た
。
同
じ
理
由
か
ら
ウ
フ
ィ
ム
ツ
ェ
フ
も
初
期

作
品
の
方
が
興
味
深
い
と
い
え
ま
す
。
す
べ
て
の
画
家
が
自
分
の
誠
意

を
守
り
通
し
、
生
涯
ず
っ
と
描
き
た
い
よ
う
に
描
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
分
の
信
念
に
忠
実
で
あ
り
続
け
た
画
家
も
い
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
制
約
か
ら
作
風
が
激
変
し
た
画
家
も
い
ま
す
。
後
者
の
よ
う
な

画
家
た
ち
を
非
難
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
と
し
て
は
や
は

り
タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ
や
ウ
フ
ィ
ム
ツ
ェ
フ
の
よ
う
な
画
家
の
初
期
作
品

を
評
価
し
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
初
期
の
作
風
を
貫
き
通
し
た
画
家
も
い

ま
す
。
ヴ
ォ
ル
コ
フ
や
カ
ー
シ
ナ
（
一
八
九
六
─
一
九
七
七
）、
ク
ル
ジ
ン

（
一
八
八
八
─
一
九
五
七
）
と
い
っ
た
画
家
た
ち
は
、
困
難
な
時
代
に
も
そ

の
追
い
求
め
る
も
の
は
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
そ

う
い
っ
た
画
家
た
ち
は
引
き
換
え
に
平
穏
な
暮
ら
し
を
失
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
今
名
前
を
挙
げ
た
の
が
、
最
も
興
味
深
く
、
そ
し
て
評
価
の
高

い
画
家
た
ち
で
す
。

こ
こ
に
は
リ
ュ
ボ
ー
フ
ィ
・
ポ
ポ
ー
ワ

5
や
ミ
ハ
イ
ル
・
レ
・
ダ
ン

チ
ュ 

6
と
い
っ
た
著
名
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
家
の
作
品
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
知
名
度
に
関
し
て
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
彼
は
巷
の
美
術
館
の
よ
う
に
有
名
画
家
の
作
品
を
追
い
か
け
る

こ
と
は
せ
ず
、
逆
に
、
当
時
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
画
家
た
ち
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
芸
術
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
個
人
の
裁
量
で
絵
を
集
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
彼

は
今
な
お
ロ
シ
ア
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
大
量
の
芸
術
家
を
見
つ

け
出
し
ま
し
た
。

例
え
ば
、
イ
リ
ー
ナ
・
シ
ュ
タ
ン
ゲ
（
一
九
〇
六
─
九
一
）
や
ス
タ
ヴ

ロ
フ
ス
キ
ー
な
ど
は
、
ロ
シ
ア
で
は
研
究
者
で
す
ら
よ
く
知
ら
な
い
画
家

で
す
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
が
彼
ら
を
見
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
ア
レ

ク
セ
イ
・
ル
ィ
ブ
ニ
コ
フ
（
一
八
八
七
─
一
九
四
九
）
と
い
う
素
晴
ら
し

い
画
家
は
、
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
美
術
館
の
修
復
課
の
主
任
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
ネ
オ
・
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
見
事
な
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。

ル
ィ
ブ
ニ
コ
フ
は
ラ
リ
オ
ー
ノ
フ
や
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
ー
ワ
ら
と
一
緒
に
活

動
し
、
彼
ら
に
比
肩
す
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
ラ
リ
オ
ー
ノ

フ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
、
そ
こ
で
評
価
さ
れ
ま
し
た
が
、
ル
ィ
ブ
ニ
コ

フ
は
ロ
シ
ア
に
残
っ
た
の
で
、
未
だ
に
無
名
な
の
で
す
。
ま
た
、
ソ
ロ
モ

ン
・
ニ
ク
リ
ー
チ
ン
（
一
八
九
八
─
一
九
六
五
）
と
い
う
画
家
は
、
ロ
シ

ア
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
国
外
で
は
人
気
が
あ
り
ま
す
。

最
近
は
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
展
覧
会
で
も
出
展
さ
れ
始
め
ま
し

た
。
こ
こ
に
は
ニ
ク
リ
ー
チ
ン
の
線
画
が
た
く
さ
ん
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
画
家
の
知
名
度
と
は
関
係
な
く
、
自
分
が
必
要
だ

と
感
じ
た
絵
を
収
集
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
画
家
た
ち
は
私
た
ち
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
数
多
く
あ
り
ま
す
。
ど
の
画
家
が
優
れ
て
い
る
と
決

め
る
の
は
私
に
は
と
て
も
難
し
く
、
そ
う
い
っ
た
質
問
に
は
い
つ
も
返
答
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に
窮
し
て
し
ま
い
ま
す
。

前
田

　
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
な
絵
画
の
伝
統
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン

ル
を
始
め
た
の
は
、
よ
そ
か
ら
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
へ
来
た
画
家
や
、
こ
こ

の
出
身
で
は
あ
る
け
れ
ど
ロ
シ
ア
で
教
育
を
受
け
た
画
家
た
ち
で
し
た
。

例
え
ば
ヴ
ォ
ル
コ
フ
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
出
身
で
す
。
タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ

も
タ
シ
ケ
ン
ト
生
ま
れ
で
、
も
は
や
国
民
的
芸
術
家
と
い
え
る
存
在
で
す

が
、
ロ
シ
ア
で
芸
術
教
育
を
受
け
、
ロ
シ
ア
や
西
欧
芸
術
の
影
響
の
も
と

で
画
家
と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
印
象
派
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
未
来

派
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
に
薫
陶
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
世
界
の
文
化
を
知
る
画
家
た
ち
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で

現
地
の
文
化
や
建
築
、
習
慣
、
伝
統
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
当

時
流
行
し
て
い
た
単
な
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
二
つ
の
文

化
、
つ
ま
り
東
と
西
の
驚
く
べ
き
融
合
と
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
そ

の
頃
国
内
で
隆
盛
し
て
い
た
実
験
的
気
運
が
一
種
の
ス
パ
イ
ス
を
加
え

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
他
に
類
を
見
な
い
融
合
が
ウ
ズ
ベ
ク
・
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
の
特
色
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
当
局
に
よ
る
芸
術
の
締
め
付

け
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
一
九
三
四
年
の
ソ
連
に
お
い
て
さ
え
、
今
名

前
を
挙
げ
た
画
家
た
ち
は
各
地
で
引
っ
張
り
だ
こ
で
し
た
。
ソ
連
の
批
評

家
た
ち
は
ウ
ズ
ベ
ク
の
画
家
た
ち
の
こ
と
を
「
卓
越
し
た
色
彩
派
」
と
評

し
、
彼
ら
の
展
覧
会
を
「
色
彩
の
パ
レ
ー
ド
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
創
作
の
自
由
が
完
全
に
抑
圧
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
彼
ら

は
外
国
の
展
覧
会
に
参
加
し
、
ソ
連
の
芸
術
を
紹
介
し
て
い
た
の
で
す
。

一
九
三
〇
年
代
前
半
に
は
ウ
ズ
ベ
ク
派
は
ソ
連
に
お
け
る
先
進
的
な
流

派
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
私

た
ち
の
美
術
館
の
一
番
の
目
玉
で
す
。
こ
の
時
代
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

芸
術
を
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
、
そ
し
て
多
彩
に
展
示
し
て
い
る
美
術
館
は

他
に
あ
り
ま
せ
ん
。

 

　
　
　

文
化
の
融
合

沼
野

　「
東
」
と
「
西
」
の
問
題
は
ロ
シ
ア
の
芸
術
家
に
と
っ
て
も
重
要

な
課
題
で
す
。
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
画
家
ナ
タ
ー
リ

ヤ
・
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
ー
ワ
は
東
洋
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
ま
た
、
自
国
の

芸
術
、
つ
ま
り
中
世
ロ
シ
ア
の
イ
コ
ン
画
に
回
帰
し
ま
し
た
。
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
「
東
」
と
「
西
」
の
問
題
は
ロ
シ
ア
の
場

合
と
比
べ
て
も
っ
と
複
雑
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
？

　
作
品
の
中
で
「
東
」
と
「
西
」
の
要
素
の

融
合
は
生
じ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
私
た
ち
は
東
洋
と
西
洋
の
融
合
に
関
し
て
多
く
の

研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
ま

た
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
私
た
ち
の
文
化
の
無
視
で
き
な
い
特

徴
だ
か
ら
で
す
。
芸
術
も
同
様
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
芸
術
を
受
容
し
て

い
る
観
客
も
含
め
、
様
々
な
点
で
文
化
を
豊
穣
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
は
る
か
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
中
央
ア
ジ

ア
は
様
々
な
文
化
が
交
わ
る
世
界
の
十
字
路
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
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た
と
え
ば
こ
の
美
術
館
の
古
代
工
芸
品
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
テ
ラ
コ
ッ

タ
製
の
工
芸
品
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
仏
教
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

三
世
が
こ
こ
に
い
た
時
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ

う
し
た
多
文
化
混
淆
こ
そ
が
素
晴
ら
し
い
工
芸
品
を
も
た
ら
し
た
の
で

す
。
後
の
時
代
も
同
様
で
す
。
昔
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
人
は
遊
牧
民
で
し
た
。

私
た
ち
の
祖
先
は
黒
海
沿
岸
ま
で
遊
牧
し
、
様
々
な
文
化
を
取
り
入
れ
て

は
他
の
文
化
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
は
非

常
に
有
益
な
も
の
な
の
で
す
。

　
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
恩
師
の
一
人
に
マ
ー
ゼ
リ
と
い
う
画
家
が
い
ま
す
。

彼
は
シ
ャ
ガ
ー
ル
と
一
緒
に
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
学
び
、
そ

れ
か
ら
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
に
六
年
住
み
、
そ
の
後
も
何
度
も
中
央
ア
ジ

ア
を
訪
れ
ま
し
た
。
ト
ル
ク
メ
ン
派
絵
画
の
創
始
者
で
あ
り
、ビ
ャ
シ
ム
・

ヌ
ラ
リ
（
一
九
〇
〇
─
六
五
）
な
ど
多
く
の
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
の
画
家

た
ち
を
育
て
て
い
ま
す
。
ま
た
絵
画
だ
け
で
な
く
、
東
洋
が
ど
れ
ほ
ど
自

分
に
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
論
文
を
残
し
て
い
ま
す
。
マ
ー
ゼ
リ
は
東

洋
の
文
化
に
敬
意
を
払
う
べ
き
だ
と
教
え
、「
太
陽
の
光
は
東
よ
り
昇
り
、

す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
こ
の
発
言
は

西
欧
の
芸
術
家
た
ち
の
東
洋
へ
の
愛
と
親
近
感
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。

西
欧
の
画
家
た
ち
は
東
洋
か
ら
受
け
た
印
象
を
非
常
に
注
意
深
く
作
品

に
表
現
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
と
現
地
の
画
家
の
一
番
の
違
い

は
、
前
者
の
方
が
よ
り
鋭
敏
に
こ
の
地
の
美
を
見
て
と
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
見
慣
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
彼
ら
は
よ
り
繊
細

に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
我
々
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
最
大

の
価
値
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。、
西
欧
の
画
家
た
ち
が
自
身
の
西
欧
的
な

知
識
と
方
法
を
東
洋
の
印
象
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
時
、
二
つ
の
文
化
の
融

合
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
類
ま
れ
な
結
果
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

沼
野

　
昨
日
私
た
ち
は
タ
シ
ケ
ン
ト
の
美
術
館
を
訪
れ
て
、
と
て
も
た
く

さ
ん
の
興
味
深
い
展
示
品
を
見
学
し
ま
し
た
。
絨
毯
や
パ
ネ
ル
の
幾
何
学

模
様
が
印
象
的
で
し
た
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
画
家
た
ち
も
幾
何
学
模
様

を
好
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
一
種
の
「
融
合
」
で
し
ょ
う
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
マ
ー
ゼ
リ
の
作
品
に
『
東
洋
絨

毯
の
物
語
』
と
い
う
連
作
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
ま
さ
に
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ

ン
の
絨
毯
の
模
様
を
ベ
ー
ス
に
し
て
幾
何
学
的
な
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
幾
何
学
図
形
は
キ
ュ
ビ
ズ
ム
に
近
い
ス
タ
イ
ル

で
す
が
、
同
時
に
そ
れ
は
東
洋
で
も
あ
る
の
で
す
。
ヴ
ォ
ル
コ
フ
や
初
期

タ
ン
シ
ク
バ
エ
フ
な
ど
の
作
品
に
も
同
じ
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
現
代

の
芸
術
が
、
そ
の
土
地
の
民
族
芸
術
や
東
洋
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

前
田

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
は
い
わ
ゆ
る
ソ
ッ
ツ
・
ア
ー
ト

は
存
在
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
そ
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
ソ
ッ
ツ
・

ア
ー
ト
を
ど
う
評
価
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
一
つ
興
味
深
い
事

実
が
あ
る
の
で
す
が
、
世
界
で
最
も
有
名
な
現
代
芸
術
家
の
一
人
、
イ

リ
ヤ
・
カ
バ
コ
フ
は
、
一
九
四
一
年
に
疎
開
先
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
芸
術

活
動
を
始
め
、
第
二
次
大
戦
中
、
ち
ょ
う
ど
当
地
に
疎
開
し
て
き
て
い
た

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
絵
画
・
彫
刻
・
建
築
大
学
付
属
学
校
に
入
学
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、全
く
同
時
期
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
二
人
の
傑
出
し
た
人
物
、

サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
と
カ
バ
コ
フ
が
い
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
年

も
大
き
く
離
れ
て
い
ま
す
し
、
面
識
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す

が
、
た
だ
、
た
と
え
短
期
間
で
は
あ
れ
中
央
ア
ジ
ア
で
生
活
し
た
こ
と
は
、
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カ
バ
コ
フ
独
特
の
ス
タ
イ
ル
や
世
界
観
に
何
ら
か
の
影
響
は
与
え
た
と

思
い
ま
す
か
？

 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
正
直
な
と
こ
ろ
私
は
カ
バ
コ
フ
に
つ
い
て
は
断
片

的
に
し
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
と
い
う
土
地
は
誰
に
と
っ
て

も
看
過
で
き
な
い
も
の
で
、
と
り
わ
け
芸
術
家
に
と
っ
て
そ
れ
は
感
動
と

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
力
強
い
源
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
当
然
カ
バ
コ
フ
の
作
品
に
も
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
す
。

　
ソ
ッ
ツ
・
ア
ー
ト
の
話
が
出
て
き
た
つ
い
で
に
申
し
上
げ
て
お
く
と
、

「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
い
う
用
語
（
私
た
ち
は
今
自
分
た
ち
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
そ
う
分
類
し
て
い
ま
す
が
）
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
自
身
、
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
「
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
た
ち

が
こ
こ
に
あ
る
絵
画
を
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
称

し
て
い
る
の
は
、
単
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
と
、
一
種
の
Ｐ
Ｒ
の
た

め
で
す
。
こ
こ
に
は
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す

が
、
国
際
的
な
知
名
度
を
高
め
る
た
め
に
は
、
様
々
な
努
力
が
必
要
だ
っ

た
の
で
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、客
観
的
に
見
れ
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
を
含
む
様
々
な
潮

流
の
芸
術
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ォ
ル
コ
フ
に
関
し
て
も
、
彼
の
力
強

い
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
ヴ
ォ
ル
コ
フ
は
、
ソ
連
内
で
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
満
ち
た
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
特
色
を
持
っ

て
い
ま
し
た
が
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
純
粋
に
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
の
作
品
ば
か
り
で
は
な
く
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ソ
ッ

ツ
・
ア
ー
ト
の
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
本
人
は
、
シ
ン
プ
ル
に
「
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
芸
術
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
当
た
り
障
り
の
な
い
用
語
で
誰

か
ら
も
不
評
を
買
う
こ
と
も
な
く
、
他
の
人
た
ち
も
そ
れ
が
何
を
指
す

の
か
理
解
で
き
ま
し
た
。
多
分
、
そ
れ
は
最
も
正
し
い
定
義
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
芸
術
」
と
い
う
単
語
は
今
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で

は
敬
遠
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
時
代
に
は
、「
一
九
二
〇

〜
三
〇
年
代
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
芸
術
」
と
い
う
の
は
最
も
適
当
な
用
語
で
あ

り
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
そ
の
定
義
の
枠
内
で
活
動
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
政
治
体
制
で

も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
く
、
芸
術
か
否
か
と
い
う
問
題
で
し
た
。
社
会

主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
も
ま
た
芸
術
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
サ

ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
理
解
し
認
め
て
い
た
の
で
す
。

前
田

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
芸
術
教
育
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
ま
す
か
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
は
二
つ
の
芸
術
大
学
と
、
芸
術

家
を
養
成
す
る
多
く
の
ア
ー
ト
カ
レ
ッ
ジ
が
あ
り
、
主
に
画
家
や
デ
ザ
イ

ナ
ー
に
な
る
た
め
の
教
育
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
芸
術
研
究
者
を
育
成

す
る
大
学
も
あ
る
の
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
ヌ
ク
ス
に
は
画
家
を
養
成

す
る
カ
レ
ッ
ジ
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
、
研
究
者
に
な
る
た
め
に
は
タ
シ
ケ

ン
ト
や
そ
の
他
の
場
所
で
学
ば
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
私
自
身
は
タ
シ
ケ

ン
ト
劇
場
美
術
大
学
芸
術
学
科
の
卒
業
生
で
す
。
昔
と
違
っ
て
、
今
で
は

ウ
ズ
ベ
ク
語
だ
け
で
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ

ン
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
カ
ラ
カ
ル
パ

ク
語
や
ロ
シ
ア
語
話
者
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
学
ぶ
の
が
困
難
に
な
る
の
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で
。
と
は
い
え
学
ぶ
機
会
自
体
は
あ
る
わ
け
で
す
。

 
　
　
　

美
術
館
の
現
状
と
未
来

沼
野

　
ソ
連
崩
壊
後
、
美
術
館
の
運
営
に
何
か
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
も
ち
ろ
ん
で
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
亡
く
な
っ
た

一
九
八
四
年
、
私
は
思
い
が
け
ず
こ
の
美
術
館
の
運
営
を
引
き
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
幸
運
な
こ
と
で
、
私
は
多
く
の
興

味
深
い
人
た
ち
と
出
会
っ
た
り
、
世
界
の
た
く
さ
ん
の
国
を
訪
れ
る
機
会

に
恵
ま
れ
、
素
晴
ら
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
こ
と
も
で
き
る
一
方

で
、
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
感
じ
ま
す
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
し
て
き
た

こ
と
に
対
す
る
責
任
も
あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
私
は
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の

方
針
を
踏
襲
し
て
き
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば
、
何
千
点
も
の
作
品
を
持
ち
主
に
返
却
す
れ
ば
、
代
金
の
支

払
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
が
、
私
た
ち
は
絵
を
返
さ
ず
に

借
金
を
清
算
す
る
道
を
選
び
ま
し
た
。
ま
た
、
美
術
館
の
増
築
、
カ
ラ
カ

ル
パ
ク
手
工
芸
の
復
興
、
世
界
へ
の
Ｐ
Ｒ
と
い
っ
た
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
計

画
の
実
現
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
も
き
っ
と
こ
う
し
た

こ
と
に
賛
同
し
て
く
れ
た
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
夢
は
、
い
つ
か
パ

リ
の
人
々
が
わ
ざ
わ
ざ
ヌ
ク
ス
に
訪
問
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
私
た
ち
は
進
め
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
美
術
館
は
、
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
計
画
通
り
の
道
を
歩
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
分
、
彼
は
空
の
上
の
ど
こ
か
で
、

私
た
ち
の
行
っ
て
い
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
変
化
に
よ
る
影
響
は
あ
り
ま
し
た
。
作
品
の
購

入
を
止
め
た
の
で
す
。
資
金
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
た
だ
、
新
た
に

作
品
を
買
い
た
い
と
は
そ
れ
ほ
ど
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
目
標

は
、
今
あ
る
も
の
を
保
存
す
る
こ
と
で
す
。
今
で
は
自
分
の
作
品
を
贈
っ

て
く
れ
る
芸
術
家
た
ち
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
作
品
が
サ
ヴ
ィ

ツ
キ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
る
の
は
名
誉
あ
る
こ
と
な
の
で
。
そ
う

い
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
受
け
取
り
ま
す
が
、
購
入
計
画
自
体
は

今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
何
よ
り
す
べ
て
の
作
品

を
保
管
、
修
理
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
作
品
の
多
く
は
満
足
の
い

く
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
修
復
は
私
た
ち
の
優
先
事
項
の
一
つ
で

す
。

　
そ
れ
か
ら
、
観
光
客
の
需
要
に
も
応
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
合
わ
せ
る
の

は
と
て
も
難
し
い
課
題
で
す
。
ス
タ
ッ
フ
も
設
備
も
ガ
イ
ド
も
不
足
し
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は
英
語
以
外
の
外
国
語
を
知
り
ま
せ
ん
。
今
は
ド
イ
ツ

語
を
知
る
女
性
職
員
が
一
人
い
ま
す
が
…
…
。
最
も
多
い
の
は
フ
ラ
ン
ス

人
観
光
客
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
分
か
る
ガ
イ
ド
は
こ
こ
に
は
い
ま
せ

ん
。
多
言
語
対
応
の
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ガ
イ
ド
も
必
要
で
す
。
観
光
そ
れ
自

体
を
促
進
す
る
の
と
並
行
し
て
、
様
々
な
こ
と
に
取
り
組
ま
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。
け
れ
ど
観
光
抜
き
で
こ
の
美
術
館
を
維
持
す
る
の
は
経
済
的
に

非
常
に
困
難
で
す
。
現
在
、
国
の
全
面
的
な
支
援
に
よ
っ
て
美
術
館
の
新

館
が
建
設
中
で
す
が
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
計
画
が
あ
り
、
も
っ
と
資
金

が
必
要
で
す
。

　
ち
な
み
に
、
私
た
ち
に
は
《Friends of the N

ukus M
useum

》
と
い

う
支
援
団
体
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ
を
持
っ
て

い
る
美
術
館
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
こ
こ
だ
け
で
す
。
私
の
本
も
こ
の
団
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体
の
支
援
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
な

が
ら
私
た
ち
は
美
術
館
事
業
を
拡
大
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
す
。
私

た
ち
は
進
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
成
果
は
見
え
つ
つ
あ
り

ま
す
。
美
術
館
の
人
気
は
高
ま
り
、
観
光
客
も
毎
年
増
え
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
伝
統
的
な
観
光
地
の
ヒ
ヴ
ァ
や
ブ
ハ
ラ
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
比

べ
た
ら
わ
ず
か
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
。
た
だ
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ

ン
は
か
つ
て
軍
事
基
地
が
あ
っ
た
た
め
、
閉
ざ
さ
れ
た
地
区
だ
っ
た
の
で

す
。
以
前
は
観
光
客
な
ど
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
外
に
開
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
つ
い
最
近
で
す
。
そ
し
て
今
、
こ
の
美
術
館
は
観
光
客

を
惹
き
つ
け
る
主
要
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
ホ
テ
ル
や

カ
フ
ェ
も
で
き
ま
し
た
が
、
数
年
前
ま
で
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
で
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
外
国
人
旅
行
客
の
人
気
訪
問
先
ラ

ン
キ
ン
グ
で
、
ヌ
ク
ス
は
四
番
目
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

沼
野

　
こ
の
美
術
館
の
所
蔵
作
品
数
に
つ
い
て
は
、
九
万
点
や
八
万
五
千

点
な
ど
、
資
料
に
よ
っ
て
異
な
る
数
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
は

い
く
つ
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
か
つ
て
は
七
〜
八
万
点
以
上
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

実
は
そ
れ
は
美
術
館
で
登
録
済
み
の
作
品
に
限
っ
た
も
の
で
、
そ
の
他

に
、
い
わ
ゆ
る
「
一
時
保
管
」
の
作
品
が
一
万
点
以
上
あ
り
ま
し
た
。
一

時
保
管
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
一
時
的
に
預
か
る
と
い
う
形
で
美
術
館

に
入
っ
て
き
た
作
品
で
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
は
美
術
館
に
買
い
取
ら
れ

る
、
も
し
く
は
返
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー

が
持
ち
運
ん
で
き
た
（「
購
入
」
し
た
の
で
は
な
く
）
作
品
と
い
う
の
が
ま

さ
に
そ
れ
で
す
。
そ
の
後
、新
た
な
法
案
が
制
定
さ
れ
、も
し「
一
時
保
管
」

の
作
品
が
、
持
ち
主
か
ら
返
却
要
求
が
な
い
ま
ま
三
十
年
以
上
美
術
館
に

所
蔵
さ
れ
続
け
た
場
合
、
そ
の
作
品
は
美
術
館
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
決

ま
り
ま
し
た
（
私
た
ち
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
政
府
に
法
案
採
用
を
訴
え
た
の
で

す
）。
そ
の
結
果
、「
一
時
保
管
」
の
作
品
が
美
術
館
の
も
の
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
、
展
示
品
は
九
万
六
千
点
程
度
で
す
が
、
古
い
資
料
に
は
ま
だ

過
去
の
数
字
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
今
そ
れ
を
修
正
し
て
い
る
と
こ
ろ
な

の
で
す
。

沼
野

　
こ
れ
だ
け
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
す
か
ら
、
絵
画
を

貸
し
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
オ
フ
ァ
ー
は
世
界
中
か
ら
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
え
え
、
そ
う
い
う
依
頼
は
よ
く
来
ま
す
。
日
本
か
ら

も
あ
り
ま
し
た
。

沼
野

　
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
文
化
省
と
調
整
し
て
い
た
の
で

す
が
、
残
念
な
が
ら
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
側
の
担
当
者
た
ち
は

と
て
も
熱
心
で
、
ウ
ズ
ベ
ク･

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
絵
画
を
ど
う
し
て
も

見
て
み
た
い
と
熱
望
し
て
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
長
い
間
交
渉
を
続
け
、

彼
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
ヌ
ク
ス
へ
も
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
額
な
保
険
料
や

煩
雑
な
役
所
手
続
き
、
細
か
い
調
整
が
必
要
で
し
た
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

外
務
省
や
文
化
省
、
内
閣
の
承
認
も
得
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
調
整
に
手
間
取
る
う
ち
に
、
関
心
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
独
立
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
六
つ
の
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展
覧
会
を
行
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
外
国
で
の
展
覧
会
は
可
能
で
す
。

前
田

　
つ
ま
り
、
美
術
館
と
し
て
は
外
国
で
の
展
示
に
反
対
で
は
な
い
の

で
す
ね
。

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
も
ち
ろ
ん
で
す
。
た
だ
相
当
の
忍
耐
を
要
し
ま
す
。

ま
ず
タ
シ
ケ
ン
ト
に
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
共

和
国
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
構
成
国
で
す
が
、
対
外
的
な
交
渉
は
す
べ
て

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
政
府
の
許
可
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

タ
シ
ケ
ン
ト
の
美
術
館
な
ら
い
つ
で
も
電
話
一
本
で
ア
ポ
を
と
っ
て
、
す

ぐ
に
会
い
に
行
け
ま
す
が
、
私
た
ち
は
千
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
の
距
離

を
飛
ん
で
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
ス
タ
ン
政

府
と
の
交
渉
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
プ
ロ
セ
ス
も
倍
に
な
る
わ
け
で

す
。

沼
野

　
御
著
書
は
ロ
シ
ア
語
と
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
出
版
さ
れ
て
い

ま
す
よ
ね
？ 

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
イ
タ
リ
ア
語
も
あ
り
ま
す
。
今
は
ド
イ
ツ
語
版
を
作

成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

沼
野

　
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
語
で
は
出
版
さ
れ
な
い
の
で
す
か
？

バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

　
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
そ
の
予
定
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
本
は《Friends of the N

ukus M
useum

》が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
読
者
を
決
め
る
の
は
彼
ら
な
の
で
す
。
カ
ラ
カ
ル
パ
ク
語

で
も
出
版
し
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
世
界
に
こ
の
美
術

館
の
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
す
。

　
　

註

1
　
ホ
ラ
ズ
ム
と
も
。
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
に
ま
た

が
る
地
域
。
中
央
ア
ジ
ア
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
よ
り
発
展
。

一
九
三
七
年
以
降
、
当
時
弱
冠
三
〇
歳
だ
っ
た
若
き
考
古
学
者
Ｓ
・
ト
ル
ス
ト
フ
率
い

る
考
古
学
調
査
隊
に
よ
り
多
数
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
、
高
度
な
文
化
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
サ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
は
こ
の
調
査
隊
に
一
九
五
〇
年
か
ら
五
七

年
ま
で
参
加
し
て
い
た
。

2
　
一
九
八
四
年
当
時
の
実
効
レ
ー
ト
で
約
九
八
三
〇
万
円
。
レ
ー
ト
の
計
算
は
、
染

谷
武
彦
「
ル
ー
ブ
ル
通
貨
制
度
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

─
ソ
連
外
国
為
替
管
理
の
問
題

点

─
」『
産
業
経
営
』（
早
稲
田
大
学
産
業
経
営
研
究
所
）
一
三
号
、
一
九
八
七
年
、

二
一
六
頁
を
参
照
。

3
　
一
九
六
二
年
、
マ
ネ
ー
ジ
広
場
で
開
催
さ
れ
た
現
代
美
術
展
を
鑑
賞
に
訪
れ
た
フ

ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
は
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
る
抽
象
芸
術
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
ず
、

芸
術
家
た
ち
に
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
か
け
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
現
代
芸
術
に
対
す

る
激
し
い
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
り
、
比
較
的
自
由
に
創
作
が
可
能
だ
っ
た
「
雪

解
け
」
時
代
の
空
気
が
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。

4
　
ロ
シ
ア
の
美
術
史
研
究
者
・
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
。
一
九
六
一
年
か
ら
は
モ
ス
ク
ワ
の

プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
館
長
を
務
め
、
そ
れ
ま
で
ソ
連
国
内
で
は
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
二
〇
世
紀
芸
術
を
扱
っ
た
「
モ
ス
ク
ワ
─
パ
リ
」（
一
九
八
一
）
な
ど
の
意
欲
的

な
展
覧
会
を
次
々
と
企
画
し
、
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。

5
　
ロ
シ
ア
構
成
主
義
を
代
表
す
る
画
家
（
一
八
八
九
―
一
九
二
四
）。
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6
　
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
画
家
。
グ
ル
ジ
ア
の
放
浪
画
家
ニ
コ
・
ピ
ロ
ス

マ
ニ
を
最
初
に
見
出
し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
（
一
八
九
一
―
一
九
一
七
）。

〔
付
記
〕
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
五
カ
月
後
の
二
〇
一
五
年
八
月
、
バ
バ
ナ
ザ
ー
ロ
ワ

氏
は
突
如
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
政
府
の
命
令
で
館
長
職
を
解
任
さ
れ
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
一
部
を
無
断
で
売
却
し
た
と
の
疑
い
に
よ
る
も
の
だ
が
、
館
員
ら
は
事
実
無
根
と
し

て
猛
反
発
し
、
国
内
外
か
ら
解
任
撤
回
を
求
め
る
動
き
が
続
い
て
い
る
（
二
〇
一
五
年

一
二
月
）。

美術館外観

美術館内部

左から沼野、ババナザーロワ、前田
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─
歴
史
は
私
に
無
罪
を
宣
告
す
る
で
あ
ろ
う

　
モ
ン
カ
ダ
兵
営
襲
撃
の
写
真
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
る
青
み
が
か
っ
た

灰
色
の
本
。
哲
学
の
授
業
で
何
度
も
開
い
た
。
毎
年
メ
ー
デ
ー
に
は
ホ
セ
・

マ
ル
テ
ィ
・
メ
モ
リ
ア
ル
が
全
国
か
ら
何
千
、
何
万
人
も
の
人
で
埋
め
尽

く
さ
れ
る
。
背
が
高
い
フ
ィ
デ
ル
は
髭
を
整
え
、ま
る
で
俳
優
の
よ
う
だ
。

オ
リ
ー
ブ
色
の
軍
服
に
身
を
包
み
、
低
く
は
な
い
聞
き
取
り
や
す
い
声
で

演
説
す
る
。
中
で
も
「
歴
史
は
私
に
無
罪
を
宣
告
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
必
ず
「
祖
国
」「
死
」「
常
に
勝
利

す
る
」
と
い
う
言
葉
で
ス
ピ
ー
チ
は
締
め
く
く
ら
れ
た
。

　
私
は
青
春
と
言
わ
れ
る
時
期
の
ほ
と
ん
ど
を
キ
ュ
ー
バ
で
過
ご
し
た
。

な
ん
の
因
果
か
七
年
近
く
も
キ
ュ
ー
バ
で
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
ュ
ー

バ
留
学
が
な
け
れ
ば
、
私
は
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
や
そ
の
後
の
社
会
主
義
政

権
下
で
溜
め
こ
ん
だ
社
会
や
政
治
に
対
す
る
怒
り
を
ど
こ
か
で
爆
発
さ

せ
、
あ
る
い
は
政
府
軍
の
兵
士
と
な
っ
て
前
線
に
行
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
［
訳
注
：
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
ベ
ト
ナ
ム
支
援

型
の
社
会
主
義
政
権
と
な
っ
た
。
一
方
タ
イ
国
境
に
拠
点
を
構
え
た
ポ
ル
・
ポ

ト
派
ら
の
樹
立
し
た
連
合
政
府
は
国
連
で
の
議
席
を
保
持
し
た
た
め
、
こ
の
二

政
府
と
の
間
で
約
十
四
年
間
内
戦
が
続
い
た
］。
キ
ュ
ー
バ
は
私
に
、
ポ
ル
・

ポ
ト
時
代
に
よ
っ
て
失
っ
た
過
去
を
取
り
戻
し
、
現
在
と
未
来
を
与
え
て

ポ
ル
・
ポ
ト
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
の
キ
ュ
ー
バ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ウ
ン
サ
ー
・
マ
ロ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
訳

　
岡
田
知
子

　　

く
れ
た
。

　
外
国
人
用
語
学
学
校
ペ
ピ
ー
ト
・
メ
ン
ド
ー
サ
で
初
め
て
ス
ペ
イ
ン
語

を
教
え
て
く
れ
た
レ
イ
ナ
ル
ド
先
生
は
厳
し
く
優
し
く
一
生
懸
命
教
え

て
く
れ
た
。
喜
怒
哀
楽
の
表
情
を
作
っ
た
り
、
ギ
タ
ー
や
ア
コ
ー
デ
ィ
オ

ン
を
か
き
鳴
ら
す
仕
草
で
踊
り
な
が
ら
「
麗
し
き
キ
ュ
ー
バ
」
を
歌
っ
て

く
れ
た
。
ア
ラ
ビ
ア
語
、ロ
シ
ア
語
、中
国
語
の
言
語
物
真
似
が
う
ま
か
っ

た
。
子
ど
も
っ
ぽ
い
私
た
ち
に
業
を
煮
や
し
て
「
同
志
諸
君
！
」
と
机
を

叩
き
、
女
子
学
生
た
ち
が
泣
き
出
す
と
慌
て
て
慰
め
る
こ
と
が
何
度
も

あ
っ
た
。
行
列
し
て
食
べ
た
コ
ッ
ペ
リ
ア
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
専
門
家

研
修
で
来
て
い
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
憧
れ
の

ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
ト
ロ
ピ
カ
ー
ナ
。
頑
張
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
・
レ

ベ
ル
に
な
れ
る
と
口
説
か
れ
て
、
ボ
ク
シ
ン
グ
や
重
量
挙
げ
の
ク
ラ
ブ
に

入
っ
て
放
課
後
、
猛
烈
に
練
習
し
た
。
地
元
ピ
ナ
ー
ル
・
デ
ル
・
リ
オ
の

野
球
チ
ー
ム
、
ベ
ゲ
ロ
ス
の
試
合
に
は
熱
く
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
で
パ
ル
マ

ス
・
イ
・
カ
ー
ニ
ャ
ス
の
音
楽
番
組
に
な
る
と
、
キ
ュ
ー
バ
人
の
同
級
生

は
辟
易
し
た
よ
う
に
席
を
立
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア

ヤ
イ
［
訳
注
：
男
女
二
人
が
掛
け
合
い
で
歌
っ
た
り
漫
才
を
し
た
り
す
る
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
］
を
思
い
出
し
て
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な
っ
た
。
ピ
ナ
ー

ル
・
デ
ル
・
リ
オ
の
寮
の
ル
ー
ム
メ
イ
ト
で
一
緒
に
論
文
執
筆
を
し
た
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
は
、
普
通
の
キ
ュ
ー
バ
人
と
は
違
っ
て
女
、
酒
、
音
楽
、
ダ
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ン
ス
に
は
一
切
興
味
を
示
さ
ず
、FO

RTR
A

N

やB
A

SIC

な
ど
の
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
に
夢
中
だ
っ
た
。
自
宅
に
招
い
て
く
れ
て
、
そ
こ
で
食

べ
た
お
母
さ
ん
特
製
の
ポ
ー
ク
ス
テ
ー
キ
と
青
バ
ナ
ナ
・
チ
ッ
プ
ス
は
絶

品
だ
っ
た
。

─
そ
し
て
こ
の
民
族
は
も
っ
と
よ
い
運
命
を
享
受
す
る
の
に
相
応
し

い　
一
九
七
五
年
四
月
か
ら
四
年
弱
続
い
た
極
端
な
共
産
主
義
を
標
榜
す

る
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
は
、
一
九
七
九
年
一
月
に
崩
壊
し
た
。
ポ
ル
・
ポ

ト
政
権
下
で
は
、
以
前
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
公
務
員
だ
っ
た
父
を
は
じ
め

と
し
て
家
族
全
員
が
地
方
に
送
ら
れ
、
農
作
業
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
。

一
九
七
九
年
一
月
の
時
点
で
私
は
十
六
歳
に
な
っ
て
い
た
。
父
は
私
が
体

も
小
さ
く
畑
仕
事
も
人
並
み
に
で
き
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
そ
の
年
の
稲

刈
り
が
終
わ
っ
た
一
〇
月
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
商
業
省
で
勤
務
と
な
っ
て
い

た
私
の
姉
の
元
に
送
っ
て
、
す
で
に
学
校
が
再
開
さ
れ
て
い
た
プ
ノ
ン
ペ

ン
で
勉
強
を
続
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
の
た
め
に
四
年
間
勉
学
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
、
学

力
に
相
応
し
い
下
の
学
年
に
入
り
た
か
っ
た
が
、
そ
こ
は
す
で
に
定
員
が

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
仕
方
な
く
中
学
三
年
生
に
入
っ
た
。
編

入
試
験
は
な
か
っ
た
が
、
机
と
椅
子
を
一
脚
ず
つ
学
校
に
寄
付
す
る
こ
と

が
条
件
だ
っ
た
。
周
囲
に
は
、
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
後
す
ぐ
に
プ
ノ
ン

ペ
ン
に
戻
っ
て
生
活
基
盤
を
築
い
た
人
や
、
親
が
政
府
高
官
だ
っ
た
り
、

海
外
の
援
助
団
体
で
働
い
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
タ
イ
と
の
密
輸
で
儲
け

て
い
た
人
な
ど
、
物
資
も
豊
か
で
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る
人
が
多
か
っ

た
。
私
の
よ
う
に
地
方
か
ら
来
た
者
は
少
数
で
、
学
校
に
着
て
行
く
も

の
も
な
く
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
よ
う
に
こ
っ
そ
り
英
語
塾
に
行
く
余
裕
も

な
く
て
（
当
時
は
敵
性
語
と
さ
れ
て
い
た
が
、
援
助
団
体
で
働
け
ば
高
収
入
が

得
ら
れ
る
し
西
側
諸
国
に
い
つ
か
脱
出
で
き
た
と
き
に
有
利
だ
と
さ
れ
て
い
て

誰
も
が
習
い
た
が
っ
て
い
た
）、
い
ろ
ん
な
意
味
で
つ
い
て
い
く
の
が
大
変

だ
っ
た
。

　
苦
学
し
た
末
、
そ
の
年
の
中
学
卒
業
試
験
に
合
格
し
、
高
校
に
進
学
し

た
。
大
学
に
行
け
な
く
て
も
せ
め
て
専
門
学
校
で
学
び
た
い
と
思
っ
た
。

ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
直
後
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
の
高
等
教
育
は
医
学

部
、
薬
学
部
が
再
開
さ
れ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
勉
強
を
続
け
る
に
は
、
経

済
的
な
理
由
か
ら
私
に
は
留
学
す
る
道
し
か
な
か
っ
た
。

　
留
学
先
は
人
気
の
あ
る
順
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
一
番
は
、
東

ド
イ
ツ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
あ
る

映
画
館
や
ベ
ト
ナ
ム
兵
営
で
毎
晩
の
よ
う
に
上
演
さ
れ
て
い
た
色
彩
美

し
い
東
ド
イ
ツ
の
コ
メ
デ
ィ
映
画
『
道
化
師
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
』
に
影

響
さ
れ
て
、誰
も
が
東
ド
イ
ツ
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
。
二
番
目
が
ソ
連
。

だ
が
モ
ス
ク
ワ
に
あ
る
「
い
い
大
学
」
や
「
い
い
コ
ー
ス
」
は
党
幹
部
の

子
弟
が
選
ば
れ
て
い
た
。
三
番
目
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
モ
ス

ク
ワ
か
ら
遠
く
離
れ
た
ソ
連
の
中
央
ア
ジ
ア
の
地
域
、
キ
ュ
ー
バ
、
イ
ン

ド
、
ベ
ト
ナ
ム
は
、「
お
偉
い
さ
ん
」
に
縁
故
の
な
い
者
が
行
く
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
は
ア
ジ
ア
の
国
じ
ゃ
な
い
だ
け
「
ま
し
」、
で
も
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
だ
か
ら
遅
れ
て
い
る
、
と
い
う
評
価
だ
っ
た
。

　
あ
る
日
、
学
校
で
「
来
週
、
ミ
グ
戦
闘
機
パ
イ
ロ
ッ
ト
志
願
者
の
選
抜

の
た
め
に
、
ベ
ト
ナ
ム
軍
医
に
よ
る
身
体
検
査
が
あ
る
」
と
い
う
案
内
が

あ
っ
た
。
翌
週
の
月
曜
日
、
同
学
年
の
男
子
は
全
員
が
身
体
検
査
に
参
加

し
た
。
体
格
に
自
信
の
あ
る
生
徒
は
先
頭
に
並
ん
だ
。
小
柄
な
私
は
列
の
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後
ろ
に
つ
い
た
。
並
ん
で
順
番
を
待
っ
て
い
る
間
に
も
、
虫
歯
の
あ
る
者

は
失
格
に
な
る
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
が
飛
び
交
い
、
私
は
あ
と
少
し

で
自
分
の
番
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
列
か
ら
外
れ
た
。

　
ソ
連
留
学
に
は
、
大
学
（
高
校
卒
業
資
格
取
得
者
用
）、
専
門
学
校
（
中

学
卒
業
資
格
取
得
者
用
）、
職
業
訓
練
学
校
（
中
学
校
修
了
者
用
）
の
三
つ
の

レ
ベ
ル
が
あ
っ
た
。
ほ
か
の
国
も
同
様
だ
と
思
い
、
ソ
連
の
ほ
か
、
東
ド

イ
ツ
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
応
募
書
類
を
提
出
し
た
。

書
類
審
査
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
学
校
の
近
く
に
あ
っ
た
高
等
教
育
局
の
掲

示
板
を
毎
日
見
に
行
っ
た
。
最
悪
、
ソ
連
に
は
受
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
。
夥
し
い
数
の
留
学
生
が
次
々
と
送
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
だ
が
全

部
落
ち
た
。
合
格
し
た
人
は
数
学
、
物
理
の
塾
に
行
き
、
ま
た
は
家
庭
教

師
が
い
た
り
し
て
、
私
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
成
績
が
よ
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
私
に
は
そ
ん
な
経
済
的
余
裕
は
な
か
っ
た
。
長
期
休

暇
の
と
き
に
は
、
田
舎
に
戻
っ
て
田
ん
ぼ
の
手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

　
絶
望
感
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
帰
途
に
つ
こ
う
と
し
た
時
、
今
年
度
最

後
の
チ
ャ
ン
ス
だ
か
ら
キ
ュ
ー
バ
に
申
請
し
な
さ
い
と
先
生
に
言
わ
れ

た
。
私
は
気
乗
り
し
な
か
っ
た
が
、
申
請
書
は
出
す
こ
と
に
し
た
。
一
か

月
後
、
掲
示
板
に
合
格
者
と
し
て
名
前
が
出
て
い
た
。
た
い
し
て
嬉
し
く

も
な
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
キ
ュ
ー
バ
な
ん
か
に
は
行
き
た
く
な
か
っ
た
。

成
績
の
書
類
審
査
が
通
っ
て
も
完
全
に
合
格
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
留
学
す
る
に
は
、
党
を
裏
切
ら
ず
、
党
の
指
示
に
従
う
こ
と
を
強
く

誓
約
し
た
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
身
内
に

西
側
諸
国
、
特
に
ア
メ
リ
カ
在
住
者
、
あ
る
い
は
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア

国
境
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
い
る
と
わ
か
っ
た
者
は
不
合
格
と
な
っ
た
［
訳

注
：
一
九
八
〇
年
代
、
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
境
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
は
反
政
府

派
の
拠
点
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
を
経
て
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
ナ

ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
第
三
国
に
定
住
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
二
十
三
万

人
に
上
る
］。
だ
が
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
西
側
諸
国
に
な
ん
ら

か
の
血
縁
者
が
い
て
、
そ
の
事
実
を
隠
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
私
と
一
緒

に
キ
ュ
ー
バ
に
行
っ
た
者
は
み
な
、
到
着
し
た
途
端
に
、
ア
メ
リ
カ
に
い

る
親
戚
に
ド
ル
を
送
っ
て
く
れ
と
手
紙
を
書
い
て
い
た
。
私
も
ご
多
分
に

漏
れ
ず
、
カ
ナ
ダ
の
親
戚
に
手
紙
を
出
し
た
。
彼
女
は
見
つ
か
ら
な
い
よ

う
に
カ
ー
ボ
ン
紙
に
二
〇
ド
ル
を
包
ん
で
手
紙
に
は
さ
ん
で
送
っ
て
く

れ
た
。
そ
の
二
〇
ド
ル
で
、
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ル
ダ
ン
の
赤
と
白
の
ス
ニ
ー

カ
ー
を
一
足
買
っ
た
。
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
た
り
運
動
し
た
り
す
る
の
は
憚
ら

れ
た
。
気
取
っ
て
出
か
け
る
と
き
の
た
め
に
と
っ
て
置
い
た
。

　
キ
ュ
ー
バ
留
学
は
理
系
分
野
の
み
で
、
第
一
期
生
は
五
人
、
私
は
第
二

期
生
（
一
九
八
一
年
─
八
二
年
度
）
と
な
り
、
全
部
で
二
十
五
人
（
う
ち
女

性
五
人
）
だ
っ
た
。
医
学
、
獣
医
、
化
学
、
白
砂
糖
産
業
、
エ
ッ
ク
ス
線
、

食
品
化
学
、
歯
科
技
工
、
タ
バ
コ
栽
培
分
野
を
専
門
学
校
で
と
決
め
ら
れ

た
。
私
は
な
ん
と
な
く
経
済
が
い
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
タ
バ
コ
栽

培
を
学
ぶ
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
再
び
絶
望
感
に
満
た
さ
れ
た
。
二
十
五
人

の
う
ち
学
齢
期
相
応
の
人
は
少
な
く
、
多
く
が
既
に
省
庁
勤
務
し
て
い
る

公
務
員
で
専
門
知
識
を
増
や
す
た
め
、
あ
る
い
は
箔
を
つ
け
た
い
党
幹
部

の
子
弟
だ
っ
た
。
私
は
最
年
少
だ
っ
た
。

　
留
学
す
る
と
決
ま
っ
て
か
ら
は
右
往
左
往
す
る
ば
か
り
で
何
の
準
備

も
し
な
か
っ
た
に
等
し
い
。
キ
ュ
ー
バ
に
つ
い
て
人
に
聞
く
と
、
気
候
は

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
似
て
い
る
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
み
た
い
に
ご
飯
と
豚
バ
ラ
肉

を
食
べ
る
（
だ
が
、
脂
と
塩
を
混
ぜ
た
ご
飯
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
）、
黒

人
が
た
く
さ
ん
い
る
、
共
産
主
義
で
は
な
く
共
和
政
国
家
だ
（
国
名
か
ら

勘
違
い
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
）、
ア
メ
リ
カ
が
生
物
兵
器
を
キ
ュ
ー
バ
に
散



147

———　となり合う〈遠き〉アジア　———

布
し
た
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
奇
病
が
流
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
ま
で

あ
っ
た
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
来
て
い
た
キ
ュ
ー
バ
人
医
師
と
一

緒
に
働
い
て
い
た
知
り
合
い
が
い
た
の
で
、
キ
ュ
ー
バ
に
持
っ
て
行
く
べ

き
物
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
は
な
か
っ
た
。
私

は
姉
の
扶
養
家
族
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
姉
が
勤
務
先
の
商
業
省
に
ズ
ボ

ン
を
仕
立
て
る
た
め
の
布
地
を
申
請
し
て
く
れ
た
。
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
以

前
に
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
流
行
っ
て
い
た
裾
広
が
り
の
ズ
ボ
ン
を
二
本
仕
立

て
た
が
、
履
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
に
行
っ
て
み
て
わ
か
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
形
は
流
行
遅
れ
で
、
履
い
て
い
る
の
は
「
不
良
の
黒
人
」

ぐ
ら
い
し
か
い
な
か
っ
た
。
ほ
か
の
親
戚
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
製
の
Ｙ
シ
ャ
ツ

を
二
枚
く
れ
た
。
外
国
語
の
辞
書
は
露
露
辞
書
か
、
露
仏
辞
書
以
外
は
手

に
入
り
に
く
か
っ
た
の
で
、
持
っ
て
行
く
本
は
な
か
っ
た
。
姉
は
豚
肉
の

ふ
り
か
け
を
大
量
に
作
っ
て
粉
ミ
ル
ク
の
缶
に
つ
め
て
く
れ
た
。
父
は
漬

物
を
売
る
こ
と
で
得
た
な
け
な
し
の
金
で
タ
イ
製
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
時

計
を
買
っ
て
く
れ
た
。
鎖
の
バ
ン
ド
は
腕
回
り
よ
り
も
大
き
か
っ
た
が
、

も
っ
た
い
な
く
て
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ぶ
か
ぶ
か
の
ま
ま
腕
に
つ
け

た
。
米
ド
ル
は
空
港
の
税
関
で
没
収
さ
れ
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
が
、
母

が
ベ
ル
ト
の
内
側
に
五
〇
ド
ル
紙
幣
一
枚
を
ふ
た
つ
に
た
た
ん
で
入
れ

て
く
れ
た
。
そ
れ
以
外
に
二
チ
ー
［
訳
注
：
金
の
重
量
単
位
。
一
チ
ー
は
三
、

七
五
グ
ラ
ム
］
の
純
金
の
指
輪
を
は
め
た
。
こ
れ
は
後
に
キ
ュ
ー
バ
で
東

芝
製
ラ
ジ
カ
セ
に
な
っ
た
。
一
緒
に
留
学
す
る
人
た
ち
は
、
あ
た
か
も
事

前
に
必
需
品
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
金
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
固
形

石
鹸
、
粉
石
鹸
な
ど
を
用
意
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
キ
ュ
ー
バ

で
は
米
ド
ル
が
な
け
れ
ば
購
入
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

　
プ
ノ
ン
ペ
ン
を
出
発
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
半
年
後
だ
っ
た
。
一
九
八
二

年
一
月
十
八
日
午
前
中
に
ポ
チ
ェ
ン
ト
ン
空
港
か
ら
出
発
す
る
と
い
う

こ
と
だ
け
が
直
前
に
な
っ
て
知
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
何
度
も
招
集
が

か
か
っ
た
が
、
す
べ
て
空
振
り
だ
っ
た
の
で
、
半
信
半
疑
だ
っ
た
。
高
等

教
育
局
の
担
当
官
は
、
学
生
の
中
か
ら
信
頼
で
き
そ
う
な
年
長
者
を
リ
ー

ダ
ー
に
指
名
し
、
何
事
も
リ
ー
ダ
ー
の
指
示
に
従
う
よ
う
に
、
特
に
経
由

地
と
な
る
自
由
主
義
国
で
亡
命
を
企
て
な
い
こ
と
、
と
何
度
も
念
を
押
し

た
。

　
乗
り
込
ん
だ
ア
エ
ロ
フ
ロ
ー
ト
の
ツ
ポ
レ
フTu-134

に
は
座
席
番
号

は
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
家
族
と
の
別
れ
を
惜
し
も
う
と
、
み
ん
な
右
側

の
窓
際
に
押
し
寄
せ
た
。
留
学
生
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ベ
ト
ナ
ム
人
兵

だ
っ
た
。
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
指
示
も
な
か
っ
た
。

　
キ
ュ
ー
バ
ま
で
約
一
週
間
の
旅
だ
っ
た
。
空
席
が
出
る
の
を
待
っ
て
の

出
発
だ
っ
た
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
便
名
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
外
で

宿
泊
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
機
中
泊
も
あ
っ
た
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
を
出
て
か

ら
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
、
ハ
ノ
イ
、
ム
ン
バ
イ
、
カ
ラ
チ
、
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
、

モ
ス
ク
ワ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
リ
ス
ボ
ン
を
経
由
し
て
ハ
バ
ナ
に
到

着
し
た
。
初
め
て
の
飛
行
機
は
乗
り
物
酔
い
で
最
悪
だ
っ
た
。
タ
シ
ュ
ケ

ン
ト
で
は
生
ま
れ
て
初
め
て
雪
を
見
て
、
モ
ス
ク
ワ
で
は
極
寒
を
経
験
し

た
。

　
ハ
バ
ナ
に
到
着
し
た
の
は
夜
十
一
時
だ
っ
た
。
バ
ス
が
迎
え
に
来
て
、

三
日
間
、
健
康
診
断
の
た
め
に
専
用
病
棟
で
留
め
置
か
れ
た
。
最
初
に
食

べ
た
食
事
は
、
豚
の
脂
と
塩
の
混
ぜ
ご
飯
と
黒
豆
粥
だ
っ
た
。
ま
ず
く
て

食
べ
ら
れ
な
か
っ
た（
こ
れ
は
後
に
私
の
大
好
物
と
な
る
の
だ
が
）。
こ
の
後
、

ハ
バ
ナ
で
六
カ
月
ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
、
キ
ュ
ー
バ
中
部
の
カ
マ
グ
ウ
ェ

イ
で
一
年
間
、
大
学
入
学
準
備
コ
ー
ス
を
学
び
、
キ
ュ
ー
バ
最
西
部
に
位

置
す
る
ピ
ナ
ー
ル
・
デ
ル
・
リ
オ
で
五
年
間
、
修
士
課
程
修
了
ま
で
学
ぶ
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こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
の
よ
う
に
キ
ュ
ー
バ
に
留
学
し
た
の
は
、

一
九
八
〇
年
か
ら
約
一
〇
年
ち
ょ
っ
と
の
間
に
、
第
一
期
生
か
ら
第
五
期

生
ま
で
合
計
約
五
〇
人
だ
っ
た
。

─
我
々
は
す
べ
て
の
若
者
に
学
ん
で
欲
し
い
と
い
う
大
き
な
望
み
を

抱
い
て
い
る
。
若
者
が
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
人
間
の
共
同
体
に
欠

か
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
す
べ
て
の
青
少
年
に
と
っ
て
聖

な
る
権
利
な
の
だ

　
驚
く
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
は
共
産
主
義
国
で
、
な
に
も
か

も
国
営
で
、
家
族
配
給
手
帳
に
従
っ
て
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た
。
何
を
す

る
に
も
行
列
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
き
な
台
風
が
あ
っ
て
大

木
が
倒
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
の
よ
う
に
集
団
で
食
事

を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
夜
の
十
二
時
ま
で
テ
レ
ビ
放
送
が
あ

り
、
ま
た
二
十
四
時
間
、
時
報
専
用
ラ
ジ
オ
局
ラ
デ
ィ
オ
・
レ
ロ
ッ
ホ
が

あ
っ
た
。

　
当
時
、
ペ
ピ
ー
ト
・
メ
ン
ド
ー
サ
は
マ
ナ
グ
ア
・
ハ
バ
ナ
と
い
う
ハ
バ

ナ
郊
外
に
あ
り
、
軍
事
基
地
に
隣
接
し
て
い
た
。
ソ
連
人
の
軍
事
専
門
家

が
大
勢
来
て
い
て
、
キ
ュ
ー
バ
人
に
ミ
グ
戦
闘
機
の
離
着
陸
の
訓
練
を
し

て
い
た
。「
ソ
連
核
研
究
所
」
の
大
き
な
看
板
も
か
か
っ
て
い
た
。
夕
方

暗
く
な
っ
て
く
る
と
、
兵
士
の
娯
楽
の
た
め
か
、
大
型
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
歌
が
流
れ
て
き
て
、
歌
詞
の
意
味
は
わ
か
ら
な
か
っ

た
が
、
ひ
ど
く
郷
愁
に
か
ら
れ
た
。
あ
と
で
知
っ
た
の
だ
が
こ
れ
は
ラ

フ
ァ
エ
ル
の
「
イ
ポ
ク
レ
シ
ー
ア
」
と
い
う
歌
だ
っ
た
。
ほ
か
に
も
パ
ブ

ロ
・
ミ
ラ
ネ
ス
の
「
ヨ
ラ
ン
ダ
」
を
聞
く
と
望
郷
の
思
い
が
募
る
の
だ
っ

た
。

　
キ
ュ
ー
バ
人
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
こ
と
を
「
カ
ン
ボ
ー
ジ
ャ
ー
」
と
呼

ん
だ
。
外
国
人
の
少
な
い
ピ
ナ
ー
ル
・
デ
ル
・
リ
オ
で
は
、
当
初
、「
お
い
、

中
国
人
！
」
と
陽
気
に
呼
び
か
け
て
き
た
。
一
生
懸
命
説
明
し
て
、
中
国

人
で
は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
も
ら
っ
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
ベ
ト
ナ

ム
の
一
地
方
だ
と
誤
解
さ
れ
た
。
一
年
も
た
つ
と
、「
カ
ン
ボ
ー
ジ
ャ
ー
」

は
独
立
国
だ
と
わ
か
っ
て
く
れ
た
。
一
月
七
日
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
「
虐
殺

政
権
に
対
す
る
勝
利
の
日
」
と
い
う
祝
日
な
の
だ
が
、毎
年
そ
の
日
に
は
、

州
の
人
民
委
員
会
が
催
し
物
を
開
い
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
留
学
生
た
ち
を

招
待
し
て
く
れ
た
。
キ
ュ
ー
バ
人
の
来
賓
に
対
し
て
、
勝
利
の
日
の
意
味

に
つ
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
さ
せ
て
く
れ
、
さ
ら
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
民
共
和
国

の
国
旗
掲
揚
が
あ
り
国
歌
が
流
れ
た
。
キ
ュ
ー
バ
の
地
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

国
歌
を
聞
く
と
胸
が
震
え
た
。
こ
の
よ
う
な
催
し
物
を
キ
ュ
ー
バ
政
府
は

各
国
の
留
学
生
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
毎
週
ど
こ
か
の
国
や
地

域
の
祝
日
を
や
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
世
界
中
か
ら
何
十
万
人
も
の
留
学
生
が
来
て
い
た
。
千
人
単
位
で
来

て
い
た
の
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
サ
ン
デ
ィ

ニ
ス
タ
政
権
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ナ
ミ
ビ
ア
の
南
西
ア
フ
リ
カ
人
民
機
構
で

あ
る
。
数
百
人
で
来
る
の
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
シ
リ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
エ
メ
ン
、
西
サ
ハ
ラ
の
ポ
リ
サ
リ
オ
戦
線
だ
っ
た
。
次
に
多
い
の

が
エ
チ
オ
ピ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ナ
ミ
ビ
ア
だ
っ
た
。
ニ
カ
ラ
グ
ア
、

ア
ン
ゴ
ラ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ナ
ミ
ビ
ア
か
ら
は
毎
年
、

小
学
生
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
か
ら
何
千
人
も
船
で
送
ら
れ
て
き
て
、「
青
年

の
島
」
と
い
う
島
で
学
ん
で
い
た
。
ア
フ
リ
カ
の
モ
ロ
ッ
コ
、
ガ
ボ
ン
、

チ
ャ
ド
、
リ
ベ
リ
ア
、
ケ
ニ
ヤ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
か
ら
は
来
て
い
な
か
っ
た
。

中
東
の
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
の
留
学
生
も
千
人
単
位
で
き
て
い
た
。
だ
が
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一
九
八
二
年
ご
ろ
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
戦
争
に
参
加
す
る
た
め
に
帰

国
し
て
い
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
東
ブ
ロ
ッ
ク
の
国
々
の
う
ち
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
と

ル
ー
マ
ニ
ア
か
ら
は
来
て
い
な
か
っ
た
。
政
治
の
授
業
で
こ
の
二
カ
国

は
、
修
正
主
義
者
だ
と
教
え
ら
れ
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
ホ
ン

ジ
ュ
ラ
ス
か
ら
の
留
学
生
だ
け
は
見
か
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
カ
リ
ブ

諸
島
の
国
々
か
ら
も
す
べ
て
来
て
い
た
。
そ
の
他
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、

ネ
パ
ー
ル
、
モ
ン
ゴ
ル
、
北
朝
鮮
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、オ
マ
ー
ン
、カ
タ
ー
ル
、バ
ー
レ
ー
ン
、レ
バ
ノ
ン
か
ら
も
来
て
い
た
。

イ
ン
ド
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
、
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
は
来

て
い
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
の
中
で
も
と
く
に
、
北
朝
鮮
（
学
生
は
金
日
成

バ
ッ
チ
を
付
け
て
い
た
）は
ア
メ
リ
カ
に
断
固
反
対
し
て
い
る
、ま
た「
ホ
ー

お
じ
さ
ん
」
に
代
表
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
は
ア
メ
リ
カ
に
勝
利
し
た
国
と
い

う
こ
と
で
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　
ア
ン
ゴ
ラ
、
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
カ
タ
ー
ル
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
ザ
ン

ビ
ア
か
ら
の
留
学
生
は
自
国
の
潤
沢
な
奨
学
金
を
受
け
て
い
た
。
ザ
ン
ビ

ア
か
ら
の
留
学
生
は
月
一
二
〇
米
ド
ル
も
ら
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い

た
。
医
学
部
の
学
生
の
多
く
は
富
裕
層
の
子
弟
だ
っ
た
。
イ
ラ
ク
か
ら
の

女
子
学
生
は
寮
に
は
住
ま
ず
、
自
家
用
車
で
学
校
に
来
て
い
た
。

　
大
使
館
の
意
向
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
生
に
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

が
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
の
留
学
生
は
そ
れ
ぞ
れ

の
学
生
協
会
で
活
発
に
政
治
活
動
を
し
て
い
た
。
ア
ン
ゴ
ラ
人
は
国
旗
を

模
し
た
赤
と
黒
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
、
コ
ン
ト
ラ
・
ニ
カ
ラ
グ
ア
や

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
政
府
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
、
あ
る
い
は
ア
ン
ゴ

ラ
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
を
侵
略
し
た
南
ア
フ
リ

カ
の
よ
う
な
帝
国
主
義
政
府
に
抵
抗
を
表
明
す
る
た
め
に
、
ポ
ス
タ
ー
を

貼
っ
た
り
、
ダ
ン
ス
や
歌
の
あ
る
政
治
集
会
を
開
い
て
い
た
。

　
ハ
バ
ナ
で
の
寮
は
民
族
ご
と
に
部
屋
割
り
し
て
あ
っ
た
が
、
カ
マ
グ

ウ
ェ
イ
で
の
寮
は
、
一
部
屋
十
五
メ
ー
ト
ル
四
方
の
と
こ
ろ
に
三
十
六
人

か
ら
四
十
人
ぐ
ら
い
が
民
族
に
関
係
な
く
詰
め
込
ま
れ
た
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
か
ら
の
学
生
は
寮
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
男
子
寮
と
女
子
寮
は

き
っ
ち
り
分
け
て
あ
っ
た
。
二
段
ベ
ッ
ド
が
ず
ら
り
と
並
び
、
上
段
の
住

人
は
必
ず
、
パ
ン
ツ
だ
の
靴
下
だ
の
を
ぶ
ら
ぶ
ら
と
下
げ
て
干
し
た
。
人

の
下
着
に
囲
ま
れ
て
寝
る
な
ん
て
運
勢
が
悪
く
な
る
、
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
人

は
先
を
争
っ
て
上
段
を
寝
床
に
し
た
。

留
学
生
同
士
の
い
ざ
こ
ざ
は
四
六
時
中
だ
っ
た
。
サ
ン
タ
・
ル
シ
ア
島

出
身
の
学
生
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
女
子
学
生
を
じ
ろ
じ
ろ
見
た
、
と
い
う
だ

け
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
男
子
学
生
と
殴
り
合
い
に
な
っ
た
。
ラ
オ
ス
人
学
生

は
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
人
学
生
に
ビ
ン
の
破
片
で
刺
さ
れ
重
症
を
負
っ
た
。
学

生
数
で
競
っ
て
い
た
エ
チ
オ
ピ
ア
と
ア
ン
ゴ
ラ
の
凄
ま
じ
い
喧
嘩
は
日

常
風
景
と
化
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
順
守
し
て
い
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
の
男
子
学
生
は
、
同
じ
く
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
女
子
学
生
が
他
国
の
男

性
を
見
た
と
い
っ
て
、
彼
女
た
ち
を
殴
っ
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
か
ら
来

た
学
生
は
奨
学
金
が
支
給
さ
れ
る
と
、
酒
を
飲
ん
で
夜
中
に
騒
い
で
い

た
。
だ
が
思
想
、
政
治
の
こ
と
で
喧
嘩
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
喧
嘩

に
な
れ
ば
警
察
が
飛
ん
で
き
た
し
、
な
に
よ
り
キ
ュ
ー
バ
で
は
そ
う
い
う

こ
と
で
い
が
み
合
う
よ
う
な
雰
囲
気
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　─
我
々
の
中
に
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
人
々
の
中
に
、
そ
し
て
世
界
中

に
数
万
人
も
の
チ
ェ
が
い
る
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キ
ュ
ー
バ
で
学
び
始
め
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
地
方
の
大
学
に
進
学
し

て
い
た
第
一
期
生
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る
先
輩
が
、
今
の
ま
ま
で
は
専
門
学

校
に
は
入
れ
ず
、
中
学
卒
業
資
格
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
必
要
な
い

職
業
訓
練
学
校
に
し
か
進
め
な
い
か
ら
、
キ
ュ
ー
バ
政
府
に
要
望
を
出
し

た
方
が
い
い
と
教
え
て
く
れ
た
。
こ
の
先
輩
は
す
で
に
商
業
省
に
勤
め
て

い
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
は
妻
子
を
残
し
て
き
て
い
た
。
と
て
も
温
厚
で
頼

り
に
な
る
、
キ
ュ
ー
バ
に
い
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
留
学
生
全
員
に
と
っ
て
の

リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
祝
日
ご
と
に
留
学
生
は
大
使
館
に
招

集
さ
れ
、
あ
れ
こ
れ
と
説
教
さ
れ
た
。
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
、
先
輩
は
学

生
た
ち
の
窮
乏
を
汲
み
取
っ
て
、
い
ろ
ん
な
要
望
を
大
使
館
に
対
し
て
出

し
て
く
れ
た
。

　
キ
ュ
ー
バ
は
ソ
連
と
は
異
な
り
、
大
学
か
職
業
訓
練
学
校
の
二
つ
し
か

進
学
の
選
択
肢
が
な
か
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、
言
葉
の
壁
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
キ
ュ
ー
バ
の
教
育
シ
ス
テ
ム
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
精
査

せ
ず
、
専
門
学
校
へ
の
進
学
希
望
者
は
、
す
べ
て
職
業
訓
練
校
に
進
む
こ

と
を
キ
ュ
ー
バ
政
府
に
申
請
し
、
決
定
し
て
い
た
。
私
た
ち
は
先
輩
の
ア

ド
バ
イ
ス
に
従
っ
て
、
第
三
期
生
と
と
も
に
、
大
学
進
学
す
る
チ
ャ
ン
ス

を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
館
に
要
望
を
出
し
、
キ
ュ
ー

バ
の
先
生
た
ち
に
も
相
談
し
た
。
キ
ュ
ー
バ
の
高
等
教
育
局
は
そ
れ
に
対

し
て
理
解
を
示
し
た
。
黙
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
使
館
で

あ
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
出
発
す
る
前
か
ら
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
が
決
定
し
た

こ
と
だ
、
と
一
歩
も
譲
ら
な
か
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
政
府
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
大

使
館
に
意
見
し
た
の
か
、
結
局
、
大
学
進
学
を
希
望
す
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人

留
学
生
た
ち
は
、
高
校
卒
業
試
験
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
理
系
科
目
の
試

験
を
受
験
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
お
上
」
が
決
め
た
通
り

に
職
業
訓
練
校
に
行
く
学
生
も
い
た
し
、
受
験
し
て
も
不
合
格
と
な
っ
た

学
生
も
い
た
。

私
は
幸
運
な
こ
と
に
合
格
し
、
大
学
に
進
学
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
ま
た
問
題
に
な
っ
た
の
が
、
専
門
分
野
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
大
学
で
は
エ
ッ
ク
ス
線
と
タ
バ
コ
栽
培
を

扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
な
ん

と
な
く
憧
れ
て
い
た
経
済
に
変
更
希
望
を
出
し
た
。
一
週
間
後
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
大
使
館
か
ら
留
学
生
は
呼
び
集
め
ら
れ
、
党
の
指
導
に
従
え
な
い
輩

が
大
勢
い
る
と
叱
責
さ
れ
た
。
私
は
名
指
し
で
は
な
か
っ
た
が
、
ソ
ン
・

サ
ン
［
訳
注
：
一
九
五
〇
―
六
〇
年
代
に
国
立
銀
行
頭
取
を
務
め
、
一
九
八
〇

年
代
は
ポ
ル
・
ポ
ト
派
、
シ
ハ
ヌ
ー
ク
派
と
と
も
に
タ
イ
国
境
で
三
派
連
合
政

府
を
主
導
し
て
い
た
一
人
］
に
な
り
た
い
や
つ
ま
で
い
る
！

　
と
恫
喝
さ

れ
た
。
私
は
「
党
の
意
向
」
で
、農
業
に
専
攻
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
親
切
な
先
輩
は
、「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
友
好
国
、
社
会
主
義
国

に
お
い
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
生
た
ち
に
デ
モ
を
起
こ
す
よ
う
扇
動
し
た

首
謀
者
」
と
し
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
強
制
送
還
さ
れ
た
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
空

港
に
降
り
立
っ
た
途
端
、
手
錠
を
か
け
ら
れ
、
護
送
車
に
乗
せ
ら
れ
て
、

政
治
犯
と
し
て
三
年
間
投
獄
さ
れ
た
。
拷
問
も
受
け
た
と
い
う
。
キ
ュ
ー

バ
に
い
た
私
た
ち
は
そ
の
噂
を
聞
い
て
お
ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

言
論
統
制
さ
れ
て
い
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
、
大
事
件
と
し
て
巷
の
話
題
に

な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
先
輩
は
出
獄
後
、
商
業
省
に
戻
っ
た
が
、
若
く
し

て
亡
く
な
っ
た
。

　─
我
々
の
運
動
、
我
々
の
抵
抗
は
勝
利
す
る
ま
で
突
き
進
む
の
だ

　
大
学
に
入
る
と
、
キ
ュ
ー
バ
人
は
外
国
語
と
し
て
英
語
を
学
び
、
留
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学
生
は
ス
ペ
イ
ン
語
を
学
ん
だ
。
語
学
学
校
で
は
ホ
セ
・
マ
ル
テ
ィ
の

『
黄
金
時
代
』
を
少
し
習
っ
て
い
た
が
、
大
学
に
入
る
と
「
グ
ア
ン
タ

ナ
メ
ラ
」
の
入
っ
て
い
る
『
素
朴
な
詩
』［
訳
注
：
ホ
セ
・
マ
ル
テ
ィ
の
作

品
。
こ
こ
に
所
収
さ
れ
て
い
る
詩
を
元
に
、
後
に
曲
を
つ
け
た
グ
ア
ン
タ
ナ
メ

ラ
（
グ
ァ
ン
タ
ナ
モ
の
娘
）
は
キ
ュ
ー
バ
の
国
民
的
歌
謡
と
な
っ
た
］
も
暗
唱

し
た
。
ヘ
ル
ト
ゥ
ル
ー
デ
ィ
ス
・
ゴ
メ
ス
・
デ
・
ア
ベ
リ
ャ
ネ
ー
ダ
［
訳

注
：
一
八
一
四
―
一
八
三
七
。
キ
ュ
ー
バ
生
ま
れ
で
後
に
ス
ペ
イ
ン
に
移
住
し

た
女
性
作
家
］
の
「
出
発
の
と
き
」
も
習
っ
た
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
表

現
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
琴
線
に
触
れ
る
内
容
だ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
の
歴
史

や
ソ
連
の
十
一
月
革
命
、
社
会
主
義
や
資
本
主
義
の
経
済
に
つ
い
て
も
学

ん
だ
。

　
キ
ュ
ー
バ
人
学
生
も
留
学
生
も
誰
し
も
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
、
社
会
主
義
政
治
関
係
の
科
目
だ
っ
た
。
演
習
形
式
に
な
っ
て
い
て

一
ク
ラ
ス
平
均
十
五
人
か
ら
二
〇
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
必
ず
及

第
点
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
で
な
け
れ
ば
自
動
的
に
退
学

と
な
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
留
学
生
に
と
っ
て
は
最
も
難
し
い
科
目
だ
っ

た
。
一
年
目
は
哲
学
一
般
と
弁
証
法
的
唯
物
論
、
二
年
目
は
資
本
主
義
経

済
と
社
会
主
義
経
済
、
三
年
目
は
科
学
的
社
会
主
義
だ
っ
た
。
た
と
え
ば

マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
か
ら
批
判
す

る
。
語
彙
や
言
葉
が
難
し
か
っ
た
が
、
ま
じ
め
に
授
業
を
受
け
る
、
課
題

を
こ
な
す
、
と
い
う
こ
と
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
生
は
全
員
合
格
だ
っ
た
。

キ
ュ
ー
バ
で
は
明
確
に
西
側
諸
国
を
批
判
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
が
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
た
。「
ア
メ
リ
カ
は
武
器

を
売
る
た
め
に
、
小
さ
な
国
々
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
、
世
界
に
不
安
定

を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
帝
国
主
義
の
首
領
で
あ
り
、
最
も
人
種
差
別
を

す
る
国
で
あ
り
、
最
も
犯
罪
が
多
い
国
で
、
権
力
に
固
執
す
る
国
で
あ
る
」

と
教
え
ら
れ
た
。

　
全
国
の
一
般
の
映
画
館
で
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
も
普
通
に
上
映
さ
れ
て

い
た
。
内
容
が
キ
ュ
ー
バ
政
府
や
社
会
主
義
に
過
度
に
反
対
し
て
い
る
作

品
、
た
と
え
ば
チ
ャ
ッ
ク
・
ノ
リ
ス
主
演
の
『
地
獄
の
コ
マ
ン
ド
ー
』
や

シ
ス
ベ
ス
タ
ー
・
ス
タ
ロ
ー
ン
の
『
ラ
ン
ボ
ー
』
は
上
映
禁
止
だ
っ
た
。

だ
が
こ
れ
ら
の
作
品
も
批
判
対
象
と
し
て
大
学
内
で
上
映
さ
れ
た
。
視
聴

し
て
か
ら
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
時
間
が
と
ら
れ
た
。
こ
こ
で
描
か
れ
る

英
雄
性
は
ど
う
な
の
か
、
一
人
で
敵
地
に
乗
り
込
む
こ
と
は
可
能
な
の

か
、
な
ど
を
討
論
し
、
最
後
に
は
「
ノ
ー
・
ヤ
ン
キ
ー
！
」「
傲
慢
！
」「
尊

大
！
」
と
言
う
の
が
お
決
ま
り
だ
っ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
か
ら
キ
ュ
ー
バ
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
と
き
に
は
「
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」
が
開
催
さ
れ
、
学
生
は
寮
や
教
室
に
集
ま
っ
て
ア
メ
リ
カ
批

判
を
し
た
。
キ
ュ
ー
バ
領
空
内
を
ア
メ
リ
カ
の
偵
察
機
が
飛
ん
だ
、
国
内

で
人
権
侵
害
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
キ
ュ
ー
バ
政
府
を
非
難
し
た
、
カ
リ

ブ
海
の
グ
レ
ナ
ダ
諸
島
や
パ
ナ
マ
の
よ
う
な
キ
ュ
ー
バ
の
友
好
国
を
攻

撃
し
た
、
な
ど
で
あ
る
。
特
に
一
九
八
三
年
の
グ
レ
ナ
ダ
侵
攻
の
と
き
は

大
集
会
が
開
か
れ
た
。「
革
命
万
歳
」「
打
倒
、
帝
国
主
義
」「
フ
ィ
デ
ル
、

指
示
を
し
て
く
れ
。
祖
国
か
死
か
。
我
ら
は
勝
利
す
る
！
」
が
ス
ロ
ー
ガ

ン
だ
っ
た
。
グ
レ
ナ
ダ
出
身
の
エ
リ
ッ
ク
と
は
一
緒
に
ス
ペ
イ
ン
語
を
勉

強
し
た
仲
だ
っ
た
が
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ニ
ュ
ー
・
ジ
ュ
エ
ル

運
動
［
訳
注
：
グ
レ
ナ
ダ
の
政
治
家
モ
ー
リ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
（
一
九
四
四
─

一
九
八
三
）
が
提
唱
し
た
政
治
運
動
］
に
熱
心
で
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
連
呼
し

て
い
た
。

　
キ
ュ
ー
バ
人
が
や
た
ら
と
自
国
の
革
命
が
素
晴
ら
し
い
と
自
慢
す
る

の
に
辟
易
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
は
自
由
主
義
国
の
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
し
、
社
会
主
義
に
つ
い
て
毎
日
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
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で
、
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
ど
ん
な
に
「
ア
メ
リ

カ
は
悪
」
と
教
え
ら
れ
て
も
、
こ
れ
は
社
会
主
義
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
過

ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
た
。

　
三
年
生
に
な
る
と
キ
ュ
ー
バ
人
学
生
は
男
女
と
も
全
員
、
二
年
間
に

渡
っ
て
週
に
一
度
、
陸
軍
士
官
学
校
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
大
学
卒
業
時
に
は
修
士
号
だ
け
で
は
な
く
、
中
尉
の
階
級
も
約
束
さ

れ
る
の
だ
。
キ
ュ
ー
バ
政
府
は
外
国
人
留
学
生
も
参
加
さ
せ
て
い
た
。
私

も
最
初
の
一
か
月
は
、
格
好
い
い
と
思
っ
て
隊
列
を
組
ん
で
行
進
す
る
訓

練
に
参
加
し
た
。
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ア
ン
ゴ
ラ
は
内
戦
状
態

だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
の
留
学
生
は
強
制
参
加
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が

キ
ュ
ー
バ
政
府
が
留
学
生
を
軍
の
訓
練
に
強
制
参
加
さ
せ
て
い
る
、
と
ア

メ
リ
カ
が
非
難
し
始
め
る
と
、
全
員
参
加
で
は
な
く
な
っ
た
。
ス
ポ
ー
ツ

の
練
習
に
参
加
す
る
と
毎
回
の
食
事
が
二
人
分
配
給
さ
れ
た
。
で
も
軍
事

練
習
に
参
加
し
て
も
食
料
補
給
は
な
か
っ
た
。
空
腹
に
は
耐
え
ら
れ
ず
、

そ
の
う
ち
私
も
参
加
す
る
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。

─
私
た
ち
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
有
言
実
行
す
る
人
間
な
の
だ

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
留
学
生
は
み
な
、
基
本
的
に
キ
ュ
ー
バ
政
府
か
ら
提
供

さ
れ
る
衣
食
住
だ
け
で
生
活
し
て
い
た
。
大
学
に
在
学
す
る
留
学
生
の
お

小
遣
い
は
一
か
月
六
〇
ペ
ソ
だ
っ
た
。
市
内
バ
ス
に
乗
っ
た
り
、
ほ
ん
の

少
し
お
や
つ
を
買
っ
た
り
す
る
だ
け
な
ら
十
分
だ
っ
た
。
で
も
「
ポ
ル
・

ポ
ト
時
代
明
け
」
の
成
長
期
の
男
子
に
は
全
く
足
り
ず
、
い
つ
も
ひ
も
じ

か
っ
た
。

　
学
生
は
全
員
、
一
日
三
回
、
学
食
で
一
緒
に
食
事
を
と
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
仕
切
り
の
つ
い
た
プ
レ
ー
ト
に
す
べ
て
が
の
っ
て
い
た
。
朝
は
、

パ
ン
一
切
れ
、
バ
タ
ー
が
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
、
紅
茶
が
一
杯
、
牛
乳
一

杯
、
と
き
ど
き
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
つ
い
た
。
毎
日
変
わ
る
の
は
パ
ン
の
種
類

だ
け
で
、
丸
い
パ
ン
だ
っ
た
り
ち
ょ
っ
と
細
長
い
パ
ン
だ
っ
た
り
し
た
。

昼
食
と
夕
食
は
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
か
牛
乳
が
一
杯
、
脂
と
塩
を
混
ぜ
た
白
米
、

あ
る
い
は
黒
豆
ご
飯
、
フ
ィ
デ
オ
と
い
う
干
麺
の
砕
い
た
も
の
が
入
っ
た

ス
ー
プ
か
黒
豆
粥
、
肉
の
味
は
す
る
け
れ
ど
不
味
い
、
太
い
ソ
ー
セ
ー
ジ

を
厚
切
り
し
た
よ
う
な
モ
ル
タ
デ
ー
ヤ
か
大
き
な
魚
の
フ
ラ
イ
、
そ
し
て

マ
ッ
シ
ュ
ポ
テ
ト
だ
っ
た
。
デ
ザ
ー
ト
に
は
、牛
乳
粥
、グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー

ツ
の
皮
の
砂
糖
漬
け
、
あ
る
い
は
ク
リ
ー
ム
が
サ
ン
ド
し
て
あ
る
ケ
ー
キ

一
切
れ
が
交
互
に
出
た
。

　
寮
の
寝
室
で
は
煮
炊
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
学
生
は

ア
イ
ロ
ン
の
コ
イ
ル
部
分
を
外
し
、
建
築
現
場
か
ら
拾
っ
て
き
た
手
頃
な

石
材
を
丸
く
切
り
、
電
気
コ
ン
ロ
を
作
っ
た
。
そ
れ
で
お
湯
を
沸
か
し
て

ハ
ン
ガ
リ
ー
製
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ス
ー
プ
に
フ
ィ
デ
オ
を
入
れ
る
か
、
卵

を
焼
い
て
、
空
腹
を
し
の
い
だ
。
食
べ
物
の
匂
い
が
ほ
か
の
学
生
や
舎
監

に
も
伝
わ
っ
て
、
再
三
注
意
さ
れ
た
。

　
コ
ロ
ッ
ケ
、
コ
ン
グ
リ
［
訳
注
：
米
、
赤
イ
ン
ゲ
ン
豆
、
豚
肉
、
香
辛
料

を
混
ぜ
て
炊
い
た
赤
飯
の
よ
う
な
豆
ご
飯
］、
エ
ン
パ
ナ
ー
ダ
［
訳
注
：
牛
か

鶏
の
挽
き
肉
を
つ
め
て
小
麦
粉
の
生
地
を
折
り
重
ね
て
揚
げ
た
も
の
］、
ト
ル

テ
ィ
ー
ジ
ャ
［
訳
注
：
オ
ム
レ
ツ
風
の
卵
料
理
］
な
ど
食
べ
物
に
関
す
る
単

語
は
あ
っ
と
い
う
間
に
覚
え
た
。
ハ
ム
、コ
ル
ド
ン
・
ブ
ル
ー［
訳
注
：
チ
ー

ズ
を
肉
で
包
ん
で
油
で
揚
げ
る
か
焼
い
た
料
理
］、 

コ
ク
テ
ル
・
デ
・
オ
ス
テ
ィ

オ
ネ
ス
［
訳
注
：
高
級
酒
肴
の
一
つ
で
、
ラ
イ
ム
を
絞
っ
た
牡
蠣
］
な
ど
は
、

名
前
を
覚
え
て
も
本
物
に
お
目
に
か
か
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
か
っ
た
。

　
町
に
飲
食
店
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
料
理
の
品
数
が
ど
こ
も
二
、三
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種
類
し
か
な
か
っ
た
。
ス
パ
ゲ
テ
ィ
の
店
は
茹
で
た
ス
パ
ゲ
テ
ィ
に
チ
ー

ズ
と
ケ
チ
ャ
ッ
プ
を
か
け
た
だ
け
だ
っ
た
。
ピ
ザ
も
同
様
だ
っ
た
。
フ
ラ

イ
ド
チ
キ
ン
で
有
名
な
店
ピ
オ
ピ
オ
は
、
一
日
に
一
、二
回
し
か
販
売
せ

ず
、
一
時
間
行
列
し
た
挙
句
売
り
切
れ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
カ
フ
ェ

で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
と
炭
酸
水
を
少
し
甘
く
し
た
マ
ル
タ
と
い
う
清
涼
飲
料

水
し
か
な
か
っ
た
。
メ
ニ
ュ
ー
に
あ
る
コ
ー
ラ
や
ビ
ー
ル
は
滅
多
に
な

く
、
そ
れ
も
一
日
に
一
時
間
だ
け
し
か
売
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
公
式
レ
ー
ト
で
は
一
米
ド
ル
は
一
ペ
ソ
相
当
だ
っ
た
が
、
闇
で
は
五
か

ら
八
ペ
ソ
だ
っ
た
。
ペ
ソ
は
配
給
手
帳
が
あ
っ
て
こ
そ
使
え
る
も
の
だ
っ

た
。
配
給
用
の
店
で
自
由
に
買
う
こ
と
が
で
き
る
食
料
品
は
野
菜
、砂
糖
、

フ
ィ
デ
オ
、
卵
だ
け
だ
っ
た
が
、
ど
れ
も
非
常
に
安
価
だ
っ
た
。
配
給
手

帳
に
規
定
さ
れ
て
い
る
価
格
の
約
五
倍
の
料
金
を
払
え
ば
パ
ン
、
米
、
肉

や
輸
入
品
な
ど
を
大
き
な
自
由
売
り
の
ス
ー
パ
ー
で
買
う
こ
と
が
で
き

た
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
製
で
自
由
に
買
え
る
日
用
品
や
食
料
品
は
国
産

の
二
、三
倍
は
し
た
。

新
年
度
最
初
の
日
曜
日
に
な
る
と
、
大
学
の
留
学
生
担
当
者
の
引
率
の

も
と
に
、
地
方
都
市
ご
と
に
一
軒
だ
け
あ
る
留
学
生
用
の
商
店
へ
、
衣
料

品
を
支
給
し
て
も
ら
い
に
行
っ
た
。
み
な
自
分
の
気
に
入
る
生
地
や
色
、

サ
イ
ズ
を
見
繕
う
の
に
た
っ
ぷ
り
午
前
中
は
か
か
っ
た
。
支
給
さ
れ
た
の

は
長
袖
シ
ャ
ツ
（
中
国
製
、
あ
る
い
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
）
一
枚
、
半
袖
シ
ャ

ツ
（
国
産
）
二
枚
、
パ
ン
ツ
（
国
産
）
二
枚
、
長
ズ
ボ
ン
（
国
産
）
二
本
、

革
靴
（
国
産
）
一
足
、
運
動
靴
（
ル
ー
マ
ニ
ア
製
）
一
足
だ
っ
た
。
だ
が
新

品
を
身
に
着
け
て
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
ま
っ
た
く
い
け
て
な
か
っ
た
。

サ
イ
ズ
が
合
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
支
給
品
だ
け
で
羞
恥
心
と
と

も
に
次
の
一
年
を
や
り
過
ご
す
の
だ
っ
た
。

　
一
般
の
キ
ュ
ー
バ
人
は
パ
ン
、
米
、
肉
、
脂
、
牛
乳
、
石
鹸
、
歯
磨
き
粉
、

衣
服
、
靴
な
ど
の
配
給
が
あ
っ
た
。
栄
養
的
に
問
題
も
な
く
、
識
字
率
は

良
く
、
高
い
教
育
が
受
け
ら
れ
、
誰
も
が
無
料
で
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
た
。
大
が
か
り
な
手
術
で
も
一
銭
も
か
か
ら
な
か
っ
た
。
観
光
も
ス

ポ
ー
ツ
も
芸
術
も
入
場
料
は
無
料
だ
っ
た
。
学
校
内
で
、
サ
ル
サ
、
ダ
ン

ソ
ー
ン
、
ソ
ン
・
モ
ン
ト
ゥ
ー
ノ
［
訳
注
：
い
ず
れ
も
キ
ュ
ー
バ
の
ダ
ン
ス
・

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
一
ジ
ャ
ン
ル
］
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
コ
ン
サ
ー
ト
や
、
週

末
の
夜
に
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
。

　

グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
の
皮
、
グ
ア
バ
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
マ
ン
ゴ
ー
な

ど
の
砂
糖
漬
け
は
、
素
材
の
味
が
し
っ
か
り
し
て
、
と
て
も
お
い
し
か
っ

た
。
で
も
そ
れ
ら
は
み
な
外
貨
を
稼
ぐ
た
め
の
輸
出
用
商
品
だ
っ
た
の

で
、
ペ
ソ
で
は
売
っ
て
い
な
か
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
大
き
な
海
老
、
亀
、

亀
の
卵
、
蟹
な
ど
海
産
物
も
輸
出
用
だ
っ
た
。
そ
れ
で
漁
師
た
ち
は
一
般

の
キ
ュ
ー
バ
人
よ
り
も
か
な
り
い
い
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
漁
師
た
ち
は

船
ご
と
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
か
っ
た
の
で
、
政
府
か
ら
食

糧
、
住
居
、
酒
な
ど
を
特
別
に
配
給
さ
れ
て
い
た
。

　
公
の
場
所
や
学
校
に
は
ど
こ
で
も
運
動
場
が
あ
っ
た
。
大
き
な
運
動
場

で
行
わ
れ
る
ボ
ク
シ
ン
グ
を
よ
く
見
に
行
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
は
馴

染
み
の
な
い
野
球
も
、
キ
ュ
ー
バ
人
の
友
人
が
熱
心
に
教
え
て
く
れ
て
、

お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム
の
選
手

た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
黒
人
だ
っ
た
。
選
手
た
ち
も
漁
師
た
ち
と
同
じ
だ
っ

た
。
生
活
は
豊
か
で
い
い
家
に
住
ん
で
い
た
。

キ
ュ
ー
バ
人
の
友
人
に
誘
わ
れ
て
、
い
ろ
ん
な
地
方
に
あ
る
彼
ら
の
実

家
に
遊
び
に
い
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
人
の
家
は
地
面
に
直
接
建
て
ら
れ
た

五
〇
㎡
ぐ
ら
い
の
広
さ
で
、
部
屋
数
も
多
く
な
く
ド
ア
で
仕
切
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
バ
ス
ル
ー
ム
は
布
の
カ
ー
テ
ン
が
ド
ア
の
代
わ
り

だ
っ
た
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
近
所
の
人
を
招
き
入
れ
、
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
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ら
飲
み
食
い
し
て
い
た
。
と
く
に
重
要
な
祝
日
で
あ
る
七
月
二
十
六
日
の

革
命
記
念
日
、
メ
ー
デ
ー
、
一
月
一
日
の
解
放
記
念
日
に
は
、
家
で
豚
の

丸
焼
き
を
茹
で
た
キ
ャ
ッ
サ
バ
と
一
緒
に
食
べ
、
豚
の
皮
の
揚
げ
た
の
を

お
つ
ま
み
に
ビ
ー
ル
を
飲
む
。
老
い
も
若
き
も
愛
想
が
よ
く
、
親
切
で
、

あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
だ
っ
た
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
い
う
も
の
が
な
く
、
他
人
の

生
活
に
ど
ん
ど
ん
口
出
し
す
る
。
政
府
に
対
す
る
非
難
を
禁
止
す
る
法
律

は
な
か
っ
た
が
、
批
判
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
い
う
雰
囲
気
だ
っ
た
。
政
府

が
す
べ
て
教
育
も
健
康
も
保
障
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
カ
ト
リ
ッ

ク
だ
と
表
明
す
る
人
は
一
割
程
度
し
か
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
だ
が
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
扉
は
い
つ
も
開
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
お
祈
り
し
て
い
る

人
も
い
た
。
私
は
キ
ュ
ー
バ
人
に
自
分
は
仏
教
徒
だ
と
言
っ
て
み
た
が
、

特
に
興
味
も
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
人
は
社
会
主
義
以
外
の
何
も

信
じ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
。

　
キ
ュ
ー
バ
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
味
、
匂
い
、
色
、
美
し
さ
に
飢
え
て
い
た
。

必
要
な
も
の
は
す
べ
て
揃
っ
て
い
る
が
、
ど
れ
も
一
種
類
し
か
な
い
上
に

古
臭
く
て
時
代
遅
れ
だ
っ
た
。
ソ
連
製
品
が
幅
を
き
か
せ
て
い
た
。
政
府

高
官
や
外
交
官
用
の
車
ヴ
ォ
ル
ガ
、
セ
ダ
ン
車
の
ラ
ー
ダ
（
私
は
自
動
車

免
許
を
取
る
時
に
乗
っ
た
）
と
モ
ス
ク
ヴ
ィ
ッ
チ
、
四
輪
駆
動
の
ラ
ー
ダ
・

ニ
ー
ヴ
ァ
。
ど
れ
も
も
の
す
ご
く
ガ
ソ
リ
ン
を
喰
っ
た
。
ゼ
ニ
ー
ト
の
カ

メ
ラ
（
闇
で
二
十
五
米
ド
ル
だ
っ
た
）、
セ
レ
ー
ナ
の
ラ
ジ
オ
、
ポ
ル
ホ
ッ

ト
（
パ
リ
ョ
ー
ト
）
の
時
計
、「
七
十
二
％
生
臭
さ
石
鹸
」（
消
臭
効
果
の
た

め
か
原
料
臭
か
っ
た
の
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
は
そ
う
呼
ん
で
い
た
）、
ル
ー
マ
ニ

ア
製
の
ク
リ
ス
タ
ル
と
い
う
歯
磨
き
粉
。

　
し
か
し
そ
ん
な
も
の
に
み
ん
な
興
味
は
な
か
っ
た
。
欲
し
い
の
は「
店
」

で
売
っ
て
い
る
西
側
製
品
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
フ
ラ
」
と
か
「
緑
色
」

と
い
う
隠
語
で
呼
ば
れ
る
米
ド
ル
で
し
か
買
い
物
で
き
な
か
っ
た
。
大
規

模
な
「
店
」
は
ホ
テ
ル
・
ハ
バ
ナ
・
リ
ブ
レ
に
あ
り
、
期
間
限
定
で
一
軒

家
が
「
店
」
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
で
も
そ
こ
で
買
い
物
で
き
る
の
は
、

大
使
館
関
係
者
や
外
国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
、
ド
イ
ツ
、
カ
ナ
ダ
、
ス
ペ
イ

ン
な
ど
か
ら
の
観
光
客
だ
け
で
、
一
般
の
キ
ュ
ー
バ
人
や
留
学
生
は
米
ド

ル
を
所
持
す
る
こ
と
す
ら
基
本
的
に
は
違
反
だ
っ
た
。
私
服
警
察
官
が
い

つ
も
「
店
」
の
ま
わ
り
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
。

　
そ
れ
で
も
キ
ュ
ー
バ
の
人
々
は
な
ん
と
か
西
側
製
品
を
手
に
入
れ
よ

う
と
し
た
。
国
民
全
員
が
公
務
員
と
し
て
約
三
〇
〇
ペ
ソ
の
月
給
を
も

ら
っ
て
い
た
し
配
給
物
資
の
値
段
は
た
だ
同
然
だ
っ
た
の
で
、
ペ
ソ
は
有

り
余
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
目
を
つ
け
た
の
が
留
学
生
だ
っ
た
。
留
学
生
は

自
国
の
大
使
館
員
、
外
交
団
、
技
術
研
修
者
な
ど
「
店
」
に
自
由
に
出
入

り
で
き
る
人
た
ち
と
接
触
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
だ
か
ら
西
側
諸
国
製

品
を
手
に
入
れ
る
に
は
留
学
生
に
頼
る
の
が
手
っ
取
り
早
か
っ
た
。
留
学

生
は
キ
ュ
ー
バ
人
の
要
求
に
応
え
て
積
極
的
に
こ
う
し
た
「
外
国
人
」
の

案
内
役
や
通
訳
を
買
っ
て
出
た
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
「
店
」
に
同
行
さ

せ
て
も
ら
い
、
彼
ら
に
品
物
を
代
わ
り
に
買
っ
て
も
ら
う
。
キ
ュ
ー
バ
人

は
留
学
生
か
ら
そ
れ
ら
の
品
物
を
高
値
で
買
う
。
こ
う
し
て「
取
り
引
き
」

と
呼
ば
れ
る
違
法
ビ
ジ
ネ
ス
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
ジ
ー
ン
ズ
、
Ｔ
シ
ャ

ツ
、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
、
ス
ニ
ー
カ
ー
が
人
気
商
品
で
、
ジ
ー
ン
ズ
や
ス
ニ
ー

カ
ー
は
二
〇
ド
ル
か
ら
三
〇
ド
ル
だ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
留
学
生
の
約

二
割
は
「
取
り
引
き
」
専
従
者
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
商
売
に
忙
し
く
て

勉
強
は
そ
っ
ち
の
け
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
う
ち
キ
ュ
ー
バ
を
訪
れ
る

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
関
係
者
に
頼
ん
で
人
気
商
品
（
多
く
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に

い
る
親
戚
た
ち
が「
あ
ら
ゆ
る
手
段
」を
使
っ
て
手
に
入
れ
た
タ
イ
製
品
だ
っ
た
）

を
持
っ
て
き
て
も
ら
い
、
売
り
さ
ば
く
よ
う
に
な
っ
た
。
と
う
と
う
学
校

当
局
の
目
に
余
る
よ
う
に
な
り
、
国
に
強
制
送
還
さ
れ
た
者
も
出
た
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア　———

─
永
遠
の
栄
光
は
私
た
ち
を
革
命
者
に
し
、
革
命
者
は
私
た
ち
に
自

由
、
正
義
、
名
誉
と
勝
利
を
も
た
ら
す

　
修
士
論
文
は
、
キ
ュ
ー
バ
人
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
と
共
著
で
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
っ
た
オ
レ
ン
ジ
栽
培
会
社
の
農
業
用
ト
ラ

ク
タ
ー
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
計
画
作
成
に
つ
い
て
」
を
執
筆
し
た
。
研
究
過

程
で
非
常
に
感
銘
を
う
け
た
の
は
、
キ
ュ
ー
バ
で
は
人
間
を
休
ま
せ
る
た

め
に
機
械
を
使
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
キ
ュ
ー
バ
で
は
ト
ラ
ク

タ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ソ
連
製
農
業
機
械
が

あ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
出
発
す
る
前
に
書
い
た
「
帰
国
後
は
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
農
業
会
社
を
設
立
で
き
る
よ
う
勉
学
に
励
み
ま
す
」
と
い
う
誓
約
書

に
沿
う
テ
ー
マ
だ
っ
た
。

　
一
九
八
八
年
一
〇
月
に
帰
国
し
た
。
親
類
た
ち
は
船
便
で
着
く
さ
ま

ざ
ま
な
「
お
み
や
げ
」、
つ
ま
り
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
で
高
値
で
売
れ
る
物

資
を
待
ち
望
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
中
国
製
の
派
手
な
柄
の
毛
布
（
カ
ン

ボ
ジ
ア
の
婚
礼
で
敷
物
に
し
た
）
や
注
射
器
（
キ
ュ
ー
バ
で
品
薄
に
な
る
ほ
ど

留
学
生
に
よ
っ
て
買
い
占
め
ら
れ
た
）
だ
っ
た
。
私
が
送
っ
た
の
は
ず
し
り

と
重
い
本
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。『
歴
史
は
私
に
無

罪
を
宣
告
す
る
で
あ
ろ
う
』
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
も
手
に
入
る
だ
ろ
う
と
思

い
、
持
っ
て
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
度
と
そ
の
本
を
見
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
国
内
で
は
農
業
大
学
が
す
で
に
再
開
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ

で
エ
リ
ー
ト
街
道
を
進
ん
で
き
た
国
内
組
は
留
学
組
を
好
意
的
に
迎
え

は
し
な
か
っ
た
。
私
は
農
芸
局
農
業
試
験
場
に
配
属
さ
れ
た
。
小
さ
な
耕

耘
機
一
台
で
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
で
野
菜
栽
培
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
キ
ュ
ー
バ
の
友
人
た
ち
に
手
紙
を
送
っ
て
み
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の

郵
便
事
情
が
悪
か
っ
た
の
か
返
事
は
来
な
か
っ
た
。
東
西
冷
戦
が
終
わ
り

に
近
づ
い
て
い
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
も
少
し
ず
つ
社
会
主
義
体
制
か
ら
離
れ

て
い
っ
た
。
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
崩
壊
直
後
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
め
ま
で

東
側
ブ
ロ
ッ
ク
の
国
々
に
派
遣
さ
れ
た
少
な
く
と
も
数
万
人
の
カ
ン
ボ

ジ
ア
人
は
、
帰
国
後
、
そ
の
知
識
と
技
術
を
ど
こ
に
し
ま
い
こ
ん
で
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
世
界
の
大
国
は
今
年
戦
後
七
〇
周
年
だ
と
い
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
念

行
事
を
開
催
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
キ
ュ
ー
バ
で

フ
ィ
デ
ル
と
会
い
、
ま
た
オ
バ
マ
が
ラ
ウ
ル
と
握
手
を
し
た
。
翻
っ
て
カ

ン
ボ
ジ
ア
を
見
て
み
る
と
、
今
年
は
ま
だ
内
戦
が
終
わ
っ
て
二
〇
数
年
に

す
ぎ
な
い
。
き
っ
と
キ
ュ
ー
バ
で
出
会
っ
た
留
学
生
た
ち
の
母
国
も
戦
後

間
も
な
い
か
、
あ
る
い
は
紛
争
中
か
も
し
れ
な
い
。
ア
フ
リ
カ
、
中
東
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
国
や
地
域
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
た
び
に
、
彼
ら
の
顔

を
思
い
浮
か
べ
、
彼
ら
の
生
き
て
き
た
歴
史
を
思
い
、
大
国
の
思
惑
に
義

憤
を
感
じ
る
の
だ
。

＊
＊
＊
＊
＊

ウ
ン
サ
ー
・
マ
ロ
ム

一
九
六
三
年
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
生
ま
れ
る
。
一
九
七
五
年

か
ら
一
九
七
九
年
の
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
を
生
き
延
び
、
一
九
八
二
年
一
月

か
ら
一
九
八
八
年
一
〇
月
ま
で
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
給
費
留
学
生
と
し
て
、

カ
マ
グ
エ
イ
総
合
大
学
予
科
、
ピ
ナ
ー
ル
・
デ
ル
・
リ
オ
総
合
大
学
で
野

菜
生
産
を
学
ぶ
。
現
在
、
本
学
非
常
勤
講
師
。
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　［
解
説
］　
革
命
キ
ュ
ー
バ
の
ク
ロ
ニ
カ

　
　
　
　
　
　
　
久
野
量
一

　
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
九
八
〇
年
代
の
キ
ュ
ー
バ
を
伝
え
る

極
め
て
貴
重
な
記
録
で
、
記
録
文
学
（
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
ク
ロ
ニ
カC

róni-
ca

」）
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ

ン
語
で
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
で
書
か
れ
、
日
本
語
に
翻
訳

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
に
よ
っ
て
一
九
五
九
年
に
樹
立
さ
れ
た
革
命
政

府
は
、
六
〇
年
代
の
米
国
と
の
国
交
断
絶
や
「
キ
ュ
ー
バ
危
機
」、
七
〇

年
代
の
「
パ
デ
ィ
ー
リ
ャ
事
件
」
な
ど
の
知
識
人
粛
清
に
よ
る
キ
ュ
ー
バ

版
「
文
化
大
革
命
」
な
ど
を
経
て
、
よ
り
強
固
な
体
制
を
築
い
て
い
く
。

そ
の
頂
点
に
あ
る
の
が
八
〇
年
の
「
マ
リ
エ
ル
港
事
件
」
で
、
こ
の
と
き

政
府
は
、
十
万
人
以
上
の
亡
命
者
（
フ
ィ
デ
ル
に
よ
れ
ば
「
蛆
虫
」）
を
放

出
し
、
島
内
の
反
乱
分
子
を
一
掃
す
る
。
作
家
の
レ
イ
ナ
ル
ド
・
ア
レ
ナ

ス
が
キ
ュ
ー
バ
を
出
た
の
も
こ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
か

ら
わ
ず
か
十
年
後
、
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
っ
て
「
平
和
時
の
特
別
期
間
」
に

突
入
し
、
キ
ュ
ー
バ
は
経
済
政
策
を
徐
々
に
自
由
化
し
な
が
ら
生
き
延
び

る
道
を
選
ぶ
。
そ
の
「
恩
恵
」
に
よ
っ
て
島
を
訪
れ
た
外
国
人
は
少
な
く

な
く
、
私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
以
降
、
革
命
政
権
は
あ
の
手
こ
の
手
で

島
の
内
部
の
不
満
を
解
消
し
な
が
ら
、
四
半
世
紀
を
か
け
て
、
二
〇
一
五

年
七
月
、
米
国
と
正
式
に
国
交
を
回
復
す
る
。
し
た
が
っ
て
八
〇
年
代
の

キ
ュ
ー
バ
と
い
う
の
は
、
大
量
亡
命
の
マ
リ
エ
ル
と
社
会
主
義
圏
の
崩
壊

に
挟
ま
れ
た
十
年
、
つ
ま
り
、
広
く
西
側
に
開
か
れ
る
直
前
の
、
革
命
理

念
を
純
粋
に
追
求
し
た
最
後
の
時
代
に
あ
た
る
。
そ
の
時
期
を
マ
ロ
ム
氏

は
首
都
ハ
バ
ナ
、
古
都
カ
マ
グ
ウ
ェ
イ
、
タ
バ
コ
生
産
の
中
心
地
ピ
ナ
ー

ル
・
デ
ル
・
リ
オ
で
送
っ
て
い
る
。

　
各
章
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
フ
ィ
デ
ル
の
演
説
の
一
節
だ
が
、

こ
の
配
置
を
見
て
思
い
出
し
た
の
は
、
ガ
ル
シ
ア
ử
マ
ル
ケ
ス
の
エ
ッ
セ

イ
（「
フ
ィ
デ
ル
・
カ
ス
ト
ロ
、
語
り
の
魔
術
」）
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
フ
ィ

デ
ル
が
長
い
演
説
を
は
じ
め
る
と
、
キ
ュ
ー
バ
人
は
ラ
ジ
オ
な
ど
で
演
説

を
聞
き
な
が
ら
通
勤
し
た
り
仕
事
を
し
た
り
し
て
一
日
を
送
っ
た
と
い

う
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
の
雰
囲
気
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
え
る
も
の
だ
。

キ
ュ
ー
バ
の
学
生
生
活
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て

学
生
寮
の
生
活
を
書
い
て
い
る
セ
ネ
ル
・
パ
ス
の
作
品
（
た
と
え
ば
『
苺

と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
』）
が
思
い
浮
か
ぶ
。
実
際
、
石
鹸
の
き
つ
い
匂
い
は
こ

の
時
代
の
思
い
出
と
し
て
よ
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
と
い
っ
て
、
本
ク

ロ
ニ
カ
で
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
各
国
か
ら
の
留
学
生

を
巻
き
込
ん
だ
騒
動
は
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
。

　
実
を
言
う
と
、
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
東
側
ブ
ロ
ッ
ク
の
文
化
交
流
に
つ

い
て
最
初
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
行
っ
た
と
き
に
タ
ク

シ
ー
の
な
か
で
、
本
文
に
言
及
も
あ
る
「
グ
ア
ン
タ
ナ
メ
ラ
」
が
流
れ
た

と
き
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
キ
ュ
ー
バ
の
映
像
作
家
（
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
ア

ル
バ
レ
ス
）
に
よ
る
ベ
ト
ナ
ム
を
舞
台
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品

を
見
た
り
し
て
（
調
べ
た
と
こ
ろ
、
彼
の
作
品
が
プ
ノ
ン
ペ
ン
映
画
祭
で
賞
を

も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
）、
い
ま
は
キ
ュ
ー
バ
の
文
化
機
関
「
カ
サ
・

デ
・
ラ
ス
・
ア
メ
リ
カ
ス
」
の
文
芸
誌
を
拾
い
読
み
し
な
が
ら
、
七
〇
年

代
か
ら
八
〇
年
代
の
雰
囲
気
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
。
キ
ュ
ー
バ
研

究
の
な
か
で
も
ソ
連
時
代
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
近
年
と
く
に
盛
ん
に

な
っ
て
お
り
、
マ
ロ
ム
氏
の
ク
ロ
ニ
カ
を
日
本
語
で
読
め
る
こ
と
に
少
な

か
ら
ず
の
驚
き
と
感
慨
を
覚
え
る
。
貴
重
な
経
験
を
文
章
に
し
て
く
だ

さ
っ
た
ウ
ン
サ
ー
・
マ
ロ
ム
氏
、
翻
訳
者
の
岡
田
知
子
氏
に
深
く
感
謝
申

し
上
げ
る
。
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１
　

境
遇
の
変
改

　　『
舞
姫
』（『
国
民
之
友
』
一
八
九
〇
・
一
）
の
語
り
手
で
あ
り
主
人
公
で
あ

る
太
田
豊
太
郎
は
、
な
ぜ
ベ
ル
リ
ン
で
法
学
を
学
ぶ
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？   

  

森
鴎
外
の
処
女
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
の
短
編
小
説
は
、
結
果
的
に

鴎
外
の
代
表
作
と
し
て
留
ま
り
つ
づ
け
た
だ
け
で
な
く
、
小
説
創
作
の
機

構
を
示
唆
す
る
作
品
と
し
て
の
問
題
性
を
現
在
で
も
保
持
し
て
い
る
。
自

身
の
経
験
を
下
敷
き
と
し
て
そ
れ
を
虚
構
的
に
物
語
化
し
つ
つ
、
主
人
公

の
行
動
や
感
情
の
動
き
が
中
心
的
に
語
ら
れ
て
い
く
と
い
う
『
舞
姫
』
の

造
型
の
あ
り
方
は
、
近
代
文
学
の
ひ
と
つ
の
範
疇
を
な
す
私
小
説
の
先
駆

的
な
例
を
な
す
だ
け
で
な
く
、
物
語
構
築
の
普
遍
的
な
原
理
と
の
連
携
を

も
は
ら
ん
で
い
る
。
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
、時
間
を
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）

的
に
生
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
人
間
的
時
間
」
に
変
え
る
契
機

と
し
て
物
語
創
作
を
位
置
づ
け
た
『
時
間
と
物
語
』
に
お
い
て
、「
出
来

事
の
組
立
て
に
お
い
て
、
因
果
関
係
（
一
方
が
他
方
の
ゆ
え
に
）
が
単
な

る
継
起
（
一
方
が
他
方
の
あ
と
に
）
に
優
越
す
る
に
つ
れ
て
、
普
遍
が
生

じ
る
」（
久
米
博
訳
）
と
述
べ
て
い
る

1
が
、
そ
こ
で
生
じ
る
「
普
遍
」
と

は
第
三
者
で
あ
る
読
者
に
訴
え
か
け
る
〈
主
題
性
〉
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ

こ
に
作
者
が
作
品
に
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
い

「
弱
き
心
」
と
し
て
の
自
我
―
『
舞
姫
』
と
象
徴
的
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二

　

い
か
え
れ
ば
作
者
は
何
ご
と
か
を
読
者
に
向
け
て
語
り
た
い
、
す
な
わ
ち

「
普
遍
」
化
し
た
い
か
ら
こ
そ
創
作
の
筆
を
執
る
の
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど

自
己
の
身
辺
を
平
淡
に
綴
っ
た
私
小
説
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
身
辺
の
語
り

方
に
作
者
の
自
己
や
人
生
に
対
す
る
認
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

少
な
く
な
い
。

　『
舞
姫
』
は
一
般
的
に
は
私
小
説
の
範
疇
に
は
置
か
れ
な
い
が
、
そ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
く
作
者
鴎
外
の
ド
イ
ツ
留
学
経
験
を
素
材
と
し
て
い

な
が
ら
、
主
人
公
豊
太
郎
を
自
身
の
境
遇
と
は
異
な
る
世
界
に
身
を
置
く

人
物
と
す
る
な
ど
、
様
々
な
虚
構
化
が
施
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
反

面
、
作
品
の
舞
台
で
あ
る
ベ
ル
リ
ン
で
の
滞
在
や
そ
こ
で
持
っ
た
現
地
の

女
性
と
の
交
情
な
ど
、
豊
太
郎
と
鴎
外
の
重
な
り
も
色
濃
く
、
広
義
の
私

小
説
と
し
て
扱
い
う
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
身
の

経
験
を
素
材
と
し
て
そ
こ
に
変
改
を
施
し
つ
つ
物
語
を
構
築
し
て
い
く

鴎
外
の
手
法
は
、
そ
の
虚
構
性
の
付
加
が
明
瞭
で
あ
る
分
、
私
小
説
の
そ

れ
と
差
別
化
さ
れ
が
ち
だ
が
、
志
賀
直
哉
や
田
山
花
袋
、
葛
西
善
造
ら
の

よ
り
私
小
説
的
な
作
品
に
お
い
て
も
、そ
こ
に
読
者
に
訴
え
う
る
「
普
遍
」

が
生
じ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、「
出
来
事
の
組
立
て
」
を
遂
行
す
る
作

者
の
意
識
的
営
為
が
作
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
ら
の
私

小
説
的
作
品
に
お
い
て
は
目
立
た
な
い
そ
の
営
為
が
相
対
的
に
露
わ
に

な
っ
て
い
る
点
で
、『
舞
姫
』
が
狭
義
の
私
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
が
た
い
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と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　『
舞
姫
』
に
施
さ
れ
た
虚
構
化
の
中
心
を
な
す
の
が
、
冒
頭
に
触
れ
た

よ
う
に
衛
生
学
を
専
門
と
す
る
軍
医
で
あ
っ
た
鴎
外
が
、
作
中
で
は
ベ
ル

リ
ン
に
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
法
律
系
の
官
僚
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
、
ベ
ル
リ
ン
で
主
人
公
が
示
す
振
舞
い
や
感
情
的
な
動
き

に
見
ら
れ
る
作
者
自
身
と
の
様
々
な
差
違
も
、
こ
の
基
本
的
な
設
定
か
ら

演
繹
的
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
面
が
大
き
い
。「
十
九
の
歳
に
は
学
士
の

称
を
受
け
て
、
大
学
の
立
ち
て
よ
り
そ
の
頃
ま
で
に
ま
た
な
き
名
誉
な

り
と
人
に
も
言
は
れ
、
某

な
に
が
し

省
に
出
仕
し
て
」
と
記
さ
れ
る
「
某
省
」
と

は
、
後
半
に
登
場
す
る
大
臣
天
方
伯
の
モ
デ
ル
と
見
な
さ
れ
る
山
県
有
朋

が
、
作
品
内
の
時
間
で
あ
る
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
当
時
大
臣
を
務

め
て
い
た
内
務
省
と
見
な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う

2
。
豊
太
郎
は
ベ
ル
リ

ン
で
こ
の
年
の
冬
に
渡
欧
し
た
天
方
伯
と
出
会
い
、
そ
の
ロ
シ
ア
行
に
随

行
し
て
語
学
の
才
を
発
揮
す
る
の
だ
っ
た
が
、
実
際
山
県
は
明
治
二
一

年
一
〇
月
か
ら
翌
年
一
〇
月
に
か
け
て
欧
州
へ
の
視
察
旅
行
に
出
て
お

り
、
両
者
の
重
な
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
山
県
は
明
治
一
六

年
（
一
八
八
三
）
に
内
務
卿
に
就
任
し
、
各
地
の
自
由
民
権
運
動
に
よ
る

武
装
蜂
起
の
鎮
圧
や
、
そ
れ
に
伴
う
警
官
の
養
成
体
制
の
整
備
に
努
め
た

後
、明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
か
ら
は
内
務
大
臣
と
し
て
市
制
、町
村
制
、

府
県
制
、
郡
制
を
制
定
す
る
な
ど
の
業
績
を
残
し
て
い
る
。

　
内
務
省
は
松
浦
寿
輝
が
『
明
治
の
表
象
空
間
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
四
）

で
「
そ
の
強
大
な
権
力
は
、
近
代
日
本
の
政
治
的
運
命
の
有
為
転
変
に
も

か
か
わ
ら
ず
そ
の
「
根
元
」
に
居
座
り
つ
づ
け
」
た
と
記
す
よ
う
に
、
戦

前
に
お
い
て
最
大
の
規
模
と
権
限
を
有
し
た
官
庁
で
あ
り
、
内
務
大
臣
で

あ
っ
た
山
県
が
明
治
二
二
年（
一
八
八
九
）一
二
月
に
兼
任
の
形
で
首
相（
総

理
大
臣
）
に
就
任
し
、
ま
た
山
県
を
継
い
で
内
務
大
臣
と
な
っ
た
松
方
正

義
が
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
六
月
に
や
は
り
首
相
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
長
は
総
理
大
臣
に
準
じ
る
存
在

と
し
て
見
な
さ
れ
る
重
み
が
あ
っ
た
。
鴎
外
は
早
い
時
期
か
ら
山
県
の
知

遇
を
得
て
お
り
、『
舞
姫
』
に
も
そ
の
影
が
落
ち
て
い
る
。
豊
太
郎
が
ベ

ル
リ
ン
で
恋
に
落
ち
、
妊
娠
ま
で
さ
せ
た
エ
リ
ス
を
棄
て
て
帰
朝
す
る
直

接
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
天
方
伯
の
訪
独
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
初
出
で

は
冒
頭
に
近
い
部
分
に
、「
日
記
も
の
せ
む
と
て
買
ひ
し
冊
子
」
が
「
白
紙
」

の
ま
ま
で
あ
る
所
以
と
し
て
、
天
方
伯
と
の
関
係
を
明
示
す
る
次
の
一
節

が
置
か
れ
て
い
た
。

    

我
が
か
へ
る
故
郷
は
外
交
の
い
と
ぐ
ち
乱
れ
て
一
行
の
主
た
る
天
方
伯

も
国
事
に
心
を
痛
め
た
ま
ふ
こ
と
の
一
か
た
な
ら
ぬ
が
色
に
出
で
ゝ
見
ゆ

る
程
な
れ
ば
随
行
員
と
な
り
て
帰
る
わ
が
身
に
さ
へ
心
苦
し
き
こ
と
多
く

て
筆
の
走
り
を
留
め
や
す
る
又
た
海
外
に
て
ゆ
く
り
な
く
伯
に
受
け
た
る

信
用
の
な
み

く
な
ら
ず
深
き
に
学
識
、
才
幹
人
に
勝
れ
た
り
と
思
ふ
所

も
な
き
身
の
行
末
い
か
に
と
思
ひ
煩
ひ
て
つ
ゞ
る
障
り
と
な
る
に
や
、
否

こ
れ
は
別
に
故
あ
り

　
こ
の
一
節
が
二
年
後
の
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）『
水
沫
集
』（
春
陽
堂
）

に
収
載
さ
れ
る
際
に
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
三
好
行
雄
が
指

摘
す
る

3
よ
う
に
、
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
を
棄
て
る
こ
と
に
な
る
成
り
行
き

を
先
取
り
す
る
意
味
を
も
つ
こ
の
叙
述
を
な
く
す
こ
と
で
、
終
盤
に
至
る

展
開
の
興
趣
を
保
全
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
「
随
行
員
と
な
り
て
帰
る
わ
が
身
」
と
い
う
規
定
が
、
エ
リ
ス
を
棄
て

去
っ
た
選
択
の
重
さ
を
〈
独
り
〉
で
抱
え
る
こ
と
に
よ
る
苦
悩
を
希
釈
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
が
「
国
事
」
を
憂
慮
す
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る
大
臣
の
心
痛
へ
の
共
感
を
示
す
こ
と
は
、
お
の
ず
と
彼
自
身
の
エ
リ
ス

を
起
因
と
す
る
苦
悩
の
強
度
を
低
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

  
ち
な
み
に
「
我
が
か
へ
る
故
郷
は
外
交
の
い
と
ぐ
ち
乱
れ
て
一
行
の
主

た
る
天
方
伯
も
国
事
に
心
を
痛
め
た
ま
ふ
」
と
い
う
一
文
は
、
明
治
二
二

年
一
〇
月
に
帰
国
し
た
山
県
を
待
ち
受
け
て
い
た
条
約
改
正
を
め
ぐ
る

政
局
の
混
乱
と
照
応
し
て
い
る
。
幕
末
に
西
洋
各
国
と
結
ば
れ
た
不
平
等

条
約
改
正
の
た
め
の
動
き
が
当
時
進
行
中
で
あ
っ
た
が
、
条
約
改
正
の
条

件
と
し
て
外
国
人
判
事
の
任
用
や
欧
米
流
の
法
典
編
纂
を
呑
ま
さ
れ
る

虞お
そ
れが

あ
っ
た
た
め
に
、
国
粋
主
義
的
な
活
動
家
を
中
心
と
し
て
改
正
に
反

対
す
る
運
動
が
起
こ
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
に
山
県
は
帰
国

し
た
の
で
あ
り
、
外
務
大
臣
の
大
隈
重
信
が
玄
洋
社
の
前
社
員
の
投
げ
つ

け
た
爆
裂
弾
に
よ
っ
て
右
脚
切
断
の
重
傷
を
負
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
間

も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
の
影
響
も
あ
っ
て
内
閣
は
条
約
改

正
中
止
を
決
定
し
、
そ
の
責
任
を
取
っ
て
黒
田
清
隆
首
相
が
辞
任
し
た

後
、
三
条
実
美
に
よ
る
暫
定
内
閣
を
へ
て
一
二
月
に
山
県
は
首
相
に
就
任

し
て
い
る
。『
舞
姫
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
お
い

て
で
あ
り
、
当
時
の
読
者
で
あ
れ
ば
こ
の
く
だ
り
に
出
て
く
る
天
方
伯
が

山
県
を
下
敷
き
に
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
た
に
違

い
な
い
。

　
主
人
公
た
る
豊
太
郎
が
山
県
有
朋
に
容
易
に
擬
せ
ら
れ
る
人
物
の
「
随

行
員
」
で
あ
る
こ
と
が
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
執
筆
の
背
後
に
あ

る
作
者
鴎
外
と
山
県
と
の
関
係
を
忖
度
さ
せ
る
以
前
に
、
豊
太
郎
が
あ
く

ま
で
も
官
僚
組
織
の
一
員
で
あ
り
、
個
人
の
意
志
や
主
体
性
に
よ
っ
て
生

き
る
こ
と
の
難
し
い
環
境
の
住
人
と
し
て
着
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ

く
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く
「
学
識
、
才
幹
人
に
勝
れ
た
り
と
思

ふ
所
も
な
き
身
」
と
い
う
表
現
も
、
彼
が
個
人
の
才
覚
よ
り
も
組
織
の
な

か
で
与
え
ら
れ
た
役
目
を
こ
な
す
能
力
に
よ
っ
て
身
を
立
て
る
型
の
人

物
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
節
が
最
終
的

に
削
ら
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
豊
太
郎
の
輪
郭
が
、

手
記
の
執
筆
に
よ
っ
て
到
達
す
べ
き
〈
結
論
〉
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
を
初
め
に
出
し
て
し
ま
う
の
は
叙
述
の
戦
略
と
し
て
適
切
で
は
な
い

と
判
断
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用

語
を
使
え
ば
、
こ
の
一
節
は
過
剰
な
「
先
説
法
」

4
で
あ
り
、
そ
の
「
先
」

に
照
応
す
る
「
後
」
の
部
分
が
作
品
の
結
末
部
分
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め

に
、
読
者
の
興
味
を
つ
な
ぐ
と
い
う
よ
り
も
逆
に
損
ね
て
し
ま
う
可
能
性

が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

２
　

自
我
の
覚
醒
と
抑
圧

  　
も
っ
と
も
豊
太
郎
が
官
僚
組
織
の
一
員
と
し
て
、
上
官
や
同
輩
と
の
人

間
関
係
の
軋
轢
の
な
か
に
身
を
置
き
、
個
人
と
し
て
の
個
性
や
才
覚
を
発

揮
す
る
こ
と
の
難
し
い
環
境
に
生
き
る
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
と
く
に
作

品
の
前
半
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
豊
太
郎
に
お
け
る「
近
代
的
自
我
」

の
目
覚
め
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
『
舞
姫
』
を
論
じ
る
際
に
多
く
引
用
さ

れ
て
き
た
次
の
一
節
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
彼
の
生
き
る
社
会
的
地
平
で
実

現
さ
れ
が
た
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
前
提
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

   

か
く
て
三
年
ば
か
り
は
夢
の
如
く
に
た
ち
し
が
、
時
来
れ
ば
包
み
て
も

包
み
が
た
き
は
人
の
好
尚
な
る
ら
む
、
余
は
父
の
遺
言
を
守
り
、
母
の
教

へ
に
従
ひ
、
人
の
神
童
な
り
な
ど
褒
む
る
が
嬉
し
さ
に
怠
ら
ず
学
び
し
時

よ
り
、
官
長
の
善
き
働
き
手
を
得
た
り
と
奨
ま
す
が
喜
ば
し
さ
に
た
ゆ
み
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な
く
勤
め
し
時
ま
で
、
た
ゞ
所
動
的
、
器
械
的
の
人
物
に
な
り
て
自
ら
悟

ら
ざ
り
し
が
、
今
二
十
五
歳
に
な
り
て
、
既
に
久
し
く
こ
の
自
由
な
る
大

学
の
風
に
当
り
た
れ
ば
に
や
、
心
の
中
な
に
と
な
く
妥

お
だ
や
かな

ら
ず
、
奥
深
く

潜
み
た
り
し
ま
こ
と
の
我
は
、
や
う
や
う
表
に
あ
ら
は
れ
て
、
き
の
ふ
ま

で
の
我
な
ら
ぬ
我
を
攻
む
る
に
似
た
り
。

　
豊
太
郎
は
ベ
ル
リ
ン
の
大
学
で
学
ぶ
こ
と
で
、
学
問
的
内
容
と
い
う
よ

り
も
そ
の
「
自
由
」
な
学
風
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
自
我
に

覚
醒
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

そ
れ
ま
で
の
自
己
が
「
所
動
的
、
器
械
的
」
と
い
う
受
動
性
の
な
か
で
営

ま
れ
て
い
た
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
も
っ
ぱ
ら
上
官

の
指
示
に
従
っ
て
動
く
こ
と
が
彼
の
勤
め
る
官
庁
で
求
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
務
め
を
全
う
す
る
た
め
に
は
「
ま
こ
と
の
我
」
な
ど
を

発
動
さ
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
明
治
二
〇
年

（
一
八
八
七
）
に
太
政
官
達
で
出
さ
れ
た
「
官
吏
服
務
紀
律
」
の
第
一
条
、

第
二
条
は
そ
れ
ぞ
れ
「
凡
ソ
官
吏
ハ
天
皇
陛
下
及
天
皇
陛
下
ノ
政
府
ニ
対

シ
忠
順
勤
勉
ヲ
主
ト
シ
法
律
命
令
ニ
従
ヒ
各
其
職
務
ヲ
尽
ス
可
シ
」、「
官

吏
ハ
其
職
務
ニ
付
本
属
長
官
ノ
命
令
ヲ
遵
守
ス
可
シ
但
其
命
令
ニ
対
シ

意
見
ヲ
述
ル
コ
ト
ヲ
得
」
で
あ
り
、「
本
属
長
官
ノ
命
令
ヲ
遵
守
」
し
つ

つ
職
務
に
励
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
天
皇
陛
下
ノ
政
府
」
に
対
す
る
「
忠

順
勤
勉
」
を
実
現
す
る
と
い
う
の
が
、
中
央
官
庁
に
勤
務
す
る
官
吏
に
求

め
ら
れ
る
倫
理
で
あ
っ
た

5
。

　
反
面
豊
太
郎
の
所
属
先
と
し
て
想
定
さ
れ
る
内
務
省
に
お
い
て
は
、

「
主
人
は
天
皇
で
あ
っ
て
、
上
役
と
い
え
ど
も
同
じ
く
天
皇
の
使
用
人

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
」（『
内
務
省
史
』
大
霞
会
、

一
九
七
一
）
よ
う
で
、
そ
こ
か
ら
若
手
の
官
吏
が
上
官
に
自
身
の
意
見
を

進
言
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
そ
の
点
で
は
上
官
に
対
す
る
「
忠
順
勤

勉
」
は
相
対
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
若
手
官
僚
の
上
官
へ
の
進
言

は
『
舞
姫
』
の
豊
太
郎
自
身
が
実
践
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
彼
は
ベ
ル
リ

ン
留
学
で
目
覚
め
さ
せ
て
い
っ
た
「
ま
こ
と
の
我
」
の
外
化
と
し
て
、「
今

ま
で
は
瑣
々
た
る
問
題
に
も
、
極
め
て
丁
寧
に
い
ら
へ
し
つ
る
余
が
、
こ

の
頃
よ
り
官
長
に
寄
す
る
書
に
は
連し

き

り
に
法
制
の
細
目
に
拘

か
か
づ
らふ

べ
き
に

あ
ら
ぬ
を
論
じ
て
、
一
た
び
法
の
精
神
を
得
た
ら
ん
に
は
、
紛
々
た
る
万

事
は
破
竹
の
如
く
な
る
べ
し
な
ど
と
広
言
し
つ
」
と
い
う
態
度
を
示
す
に

至
る
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
結
局
こ
の
豊
太
郎
の
「
我
」
の
表
出
が
彼
の
命
運
に
波
乱
を

も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
る
。
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
と
の
交
際
が
官
長
に
知

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
免
官
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

交
わ
り
そ
の
も
の
は
免
職
の
本
質
的
な
理
由
で
は
な
い
。
今
の
く
だ
り
に

つ
づ
く
「
官
長
は
も
と
心
の
ま
ま
に
用
ゐ
る
べ
き
器
械
を
こ
そ
作
ら
ん
と

し
た
り
け
め
。
独
立
の
思
想
を
懐い

だ

き
て
、
人
な
み
な
ら
ぬ
面
も
ち
し
た
る

男
を
い
か
で
か
喜
ぶ
べ
き
」
と
い
う
一
文
こ
そ
、
豊
太
郎
が
免
職
さ
れ
る

直
接
の
理
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
官
長
は
「
心
の
ま
ま
に
用
ゐ

る
べ
き
器
械
」
で
あ
る
べ
き
部
下
が
「
独
立
の
思
想
」
に
導
か
れ
て
一
個

の
個
人
と
し
て
行
動
し
、
自
身
の
思
想
を
語
り
始
め
た
こ
と
を
不
愉
快
に

思
っ
た
の
で
あ
り
、「
女
優
」
で
あ
る
エ
リ
ス
と
の
交
際
が
伝
え
ら
れ
た

時
に
、
そ
れ
を
盾
に
取
っ
て
豊
太
郎
は
官
僚
組
織
か
ら
放
逐
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
事
情
は
次
の
一
節
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
名
を
斥さ

さ
ん
は
憚

は
ば
か
りあ

れ
ど
、同
郷
人
の
中
に
事
を
好
む
人
あ
り
て
、

余
が
屡し

ば
し
ば〻

芝
居
に
出
入
し
て
、
女
優
と
交
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
官
長
の
許

に
報
じ
つ
。
さ
ら
ぬ
だ
に
余
が
頗
る
学
問
の
岐
路
に
走
る
を
知
り
て
憎
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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し
官
長

0

0

0

は
、
遂
に
旨
を
公
使
館
に
伝
へ
て
、
我
官
を
免
じ
、
我
職
を
解
い

た
り
。（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
こ
に
は
『
舞
姫
』
に
込
め
ら
れ
た
鴎
外
の
自
我
観
が
明
瞭
に
浮
か
び

上
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
個
人
の
自
我
は
組
織
の
秩
序
を
乱

す
も
の
と
し
て
否
定
的
に
価
値
づ
け
ら
れ
、
そ
の
表
出
が
組
織
を
活
性
化

さ
せ
る
活
力
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
現
実
の
内
務
省
で
は
豊
太

郎
的
な
姿
勢
は
必
ず
し
も
憎
悪
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
作
中
の
官
庁
に
お
い
て
は
豊
太
郎
の
言
動
は
〈
生
意
気
〉
で
あ

る
と
い
う
理
由
で
、
直
属
の
官
長
に
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
も
っ
と
も
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
経
緯
の
背
後

に
は
鴎
外
の
知
己
で
や
は
り
軍
医
留
学
生
で
あ
っ
た
武
嶋
務
の
辿
っ
た

帰
趨
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
武
嶋
は
鴎
外
と
は
違
っ
て
私
費
に
よ
る
留
学
生

で
あ
り
、
そ
の
家
郷
か
ら
の
仕
送
り
を
親
戚
に
着
服
さ
れ
る
こ
と
で
下
宿

先
か
ら
訴
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
状
況
を
陸

軍
の
名
誉
を
汚
す
も
の
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
、
武
嶋
と
同
郷
人
の
谷

口
謙
の
讒
言
に
よ
っ
て
武
嶋
は
帰
国
命
令
を
下
さ
れ
、
そ
れ
を
拒
否
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
免
官
処
分
を
受
け
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た

6
。

け
れ
ど
も
豊
太
郎
は
誰
か
ら
訴
え
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、「
女
優
」
と

の
交
わ
り
が
た
と
え
軍
の
名
誉
を
汚
す
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
武
嶋

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
然
ま
ず
そ
れ
を
止
め
る
指
示
が
豊
太
郎
に

与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
注
意
期
間
を
置
か
ず
に
い

き
な
り
免
官
す
る
と
い
う
処
分
は
、
エ
リ
ス
と
の
交
際
へ
の
非
難
が
口
実

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

　
す
な
わ
ち
『
舞
姫
』
に
お
け
る
官
僚
組
織
は
、
主
人
公
の
帰
属
先
に
同

定
さ
れ
る
現
実
の
官
庁
よ
り
も
さ
ら
に
硬
直
化
し
た
、
個
々
の
官
吏
の
自

己
表
出
を
封
じ
て
も
っ
ぱ
ら
「
器
械
」
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
組
織
で
あ

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
官
僚
組
織
を
そ
う
し
た
性

格
に
お
い
て
描
く
こ
と
自
体
に
作
者
の
主
眼
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
過
剰
と
も
い
え
る
抑
圧
が
豊
太
郎
に
加
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が

ベ
ル
リ
ン
で
吸
収
し
、
発
現
し
よ
う
と
し
た
自
我
の
あ
り
方
を
際
立
た
せ

る
た
め
の
装
置
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
い
か
え
れ
ば
彼
が
身
に
つ
け
た
自
我

が
、
官
僚
組
織
の
運
営
に
逆
行
す
る
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
と
い
う
こ

と
だ
。
こ
こ
で
注
意
を
払
う
べ
き
な
の
は
、
彼
が
ベ
ル
リ
ン
で
愛
読
し
、

強
い
影
響
を
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
書
物
群
の
傾
向
で
あ
る
。
貧
し
さ
か
ら
満

足
な
学
習
歴
を
持
た
な
い
エ
リ
ス
が
豊
太
郎
の
下
宿
を
訪
れ
て
、
ド
イ
ツ

語
の
読
み
書
き
を
彼
に
教
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
の
叙
述
で
は
、「
シ
ョ

オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
を
右
に
し
、
シ
ル
レ
ル
を
左
に
し
て
、
終
日
兀こ

つ
ざ坐

す
る

我
読
書
の
窓
下
に
、
一
輪
の
名
花
を
咲
か
せ
て
け
り
」
と
い
う
表
現
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
免
官
に
な
っ
た
豊
太
郎
は
友
人
の
相
沢
謙
吉
の
計
ら
い
で

新
聞
社
の
通
信
員
と
し
て
の
仕
事
を
得
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
仕
事
の

指
針
と
し
て
「
ビ
ヨ
ル
ネ
よ
り
は
寧
ろ
ハ
イ
ネ
を
学
び
て
思
を
構
へ
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
文
学
者
や
思
想
家
が
、
い
ず
れ
も
個
人
の
自

我
や
意
志
を
主
題
化
す
る
言
説
を
展
開
し
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。
な
か
で
も
「
シ
ル
レ
ル
」
つ
ま
り
シ
ラ
ー
は
、シ
ュ
ト
ル
ム
・

ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
ク
（
疾
風
怒
濤
）
の
潮
流
を
担
う
作
家
と
し
て
、
自
由

を
求
め
る
人
間
の
情
熱
的
な
営
為
を
多
く
の
戯
曲
作
品
に
託
し
て
い
る
。

処
女
作
の
『
群
盗
』
は
匿
名
で
発
表
さ
れ
な
が
ら
、
弟
の
奸
計
に
陥
れ
ら

れ
て
盗
賊
団
に
身
を
投
じ
つ
つ
も
、
最
後
ま
で
自
由
と
己
れ
の
尊
厳
を
烈

し
く
求
め
る
青
年
カ
ー
ル
を
主
人
公
と
し
て
描
き
、
熱
狂
的
な
支
持
を
得
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た
。
そ
れ
以
降
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
牢
獄
に
幽
閉
さ
れ
な
が
ら
も
己
れ

を
折
る
こ
と
な
く
抵
抗
の
姿
勢
を
保
持
し
つ
づ
け
る
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
女
王
を
主
人
公
と
す
る
『
メ
ア
リ
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
』
や
、
神
の
啓
示

を
受
け
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
戦
い
を
率
い
る
少
女
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク

の
軌
跡
を
描
く
『
オ
ル
レ
ア
ン
の
少
女
』
な
ど
を
世
に
送
っ
て
い
る
。

　
一
方
シ
ラ
ー
と
並
列
さ
れ
て
い
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
人
間
の

個
的
な
意
志
を
否
定
し
た
厭
世
論
の
哲
学
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

も
の
の
、
そ
の
主
著
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
の
基
底
に
置
か
れ

て
い
る
も
の
は
カ
ン
ト
の
用
語
を
借
り
て
「
物
自
体
」
と
し
て
価
値
づ
け

ら
れ
た
人
間
の
意
志
そ
の
も
の
で
あ
り
、
芸
術
上
の
天
才
は
物
自
体
と
し

て
の
こ
の
根
源
的
な
意
志
の
具
現
化
で
あ
る
イ
デ
ア
を
、
作
品
と
し
て
表

象
す
る
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
イ

デ
ア
は
強
い
個
性
と
性
格
を
持
っ
た
人
物
の
な
か
に
姿
を
現
わ
し
、
と
り

わ
け
悲
劇
に
お
い
て
は
主
人
公
に
託
さ
れ
た
強
烈
な
意
志
が
自
己
自
身

に
対
す
る
抗
争
を
繰
り
広
げ
た
末
に
、
人
生
自
体
を
放
棄
し
て
し
ま
う
に

至
る
軌
跡
が
描
か
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
倫
理
的
な
正
当
性
を
も
っ
た
パ

ト
ス
が
相
互
に
抗
争
し
て
と
も
に
滅
び
る
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
悲
劇
論

を
想
起
さ
せ
る
が
、
実
際
西
尾
幹
二
が
、
こ
の
著
作
に
は
個
人
の
意
志
の

否
定
に
辿
り
着
い
た
諦
観
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
強
烈
な
意
志
の
肯
定
の

気
魄
」
が
漲
っ
て
い
る
と
語
る
（「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
人
間

像
」 

7
）
よ
う
に
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
意
志
」
は
パ
ト
ス
的
な

烈
し
さ
を
帯
び
て
お
り
、
著
者
の
哲
学
者
が
シ
ラ
ー
と
並
列
さ
れ
る
こ
と

は
不
思
議
で
は
な
い
。

　

　
元
の
原
稿
で
は
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
名
前
は
「
ハ
ル
ト
マ
ン
」
で

あ
っ
た
が
、
初
出
時
に
「
シ
ヨ
ツ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
」
に
変
更
さ
れ
、『
水

沫
集
』
に
所
収
さ
れ
る
際
に
「
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
」
に
改
め
ら
れ
て

い
る
。
長
谷
川
泉
は
鴎
外
が
「
ハ
ル
ト
マ
ン
び
い
き
」
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
般
読
者
へ
の
浸
透
を
考
慮
し
て
、
よ
り
広
く
認
知
さ

れ
て
い
る
「
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
」
に
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
忖
度

し
て
い
る

8
が
、
変
改
の
理
由
は
必
ず
し
も
一
般
へ
の
知
名
の
度
合
い
の

み
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
鴎
外
は
ド
イ

ツ
留
学
中
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
思
想
家
と
し
て
『
妄
想
』（『
三
田
文
学
』

一
九
一
一
・
三
〜
四
）
で
か
な
り
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

ハ
ル
ト
マ
ン
の
「
無
意
識
哲
学
」
に
お
い
て
は
「
世
界
は
ど
ん
な
に
進
化

し
て
も
、
老
病
困
厄
は
絶
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
こ
の
世
界
」

は
「
有
る
が
好よ

い
か
無
い
が
好
い
か
と
云
へ
ば
、
無
い
が
好
い
」
こ
と
に

な
り
、そ
の
世
界
の
根
元
が
「
無
意
識
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

鴎
外
が
ま
と
め
る
と
お
り
、シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
的
な
「
意
志
」
と
ヘ
ー

ゲ
ル
的
な
「
理
念
」
の
融
合
を
世
界
の
根
源
に
置
き
、
そ
の
融
合
が
無
意

識
の
次
元
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
す
る
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲

学
に
お
い
て
は
、
人
間
の
個
的
な
意
志
は
混
迷
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て

相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
ハ
ル
ト
マ
ン
哲
学
の

性
格
を
顧
慮
し
た
う
え
で
、
厭
世
的
な
色
合
い
を
持
ち
な
が
ら
も
人
間
の

意
志
に
重
き
を
置
く
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
方
が
、
豊
太
郎
の
「
我
」

の
目
覚
め
に
感
化
を
与
え
た
思
想
家
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
恋
愛
詩
の
作
者
と
し
て
の
通
念
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
ハ
イ
ネ
は
、
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
批
評
家
で

も
あ
り
、
豊
太
郎
が
ハ
イ
ネ
ほ
ど
惹
か
れ
な
か
っ
た
書
き
手
と
し
て
並

列
さ
れ
て
い
る
ビ
ヨ
ル
ネ
（
ベ
ル
ネ
）
と
比
す
れ
ば
、
直
接
的
な
政
治
批

判
よ
り
も
イ
ロ
ニ
ー
や
ウ
イ
ッ
ト
を
効
か
せ
た
筆
致
を
身
上
と
し
て
い

た
。
役
所
を
解
雇
さ
れ
て
ベ
ル
リ
ン
の
通
信
員
と
な
っ
た
豊
太
郎
が
当
地
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の
「
政
治
学
芸
の
事
」
を
伝
え
る
仕
事
に
従
事
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
ネ
は

一
八
二
〇
年
代
前
半
に
『
ベ
ル
リ
ン
だ
よ
り
』
を
残
し
て
お
り
、
ベ
ル
リ

ン
の
演
劇
界
を
評
し
て
「
全
ベ
ル
リ
ン
人
を
、
し
か
も
批
評
家
に
至
る
ま

で
魅
了
し
て
い
る
あ
の
ノ
イ
マ
ン
夫
人
に
つ
い
て
は
何
と
言
っ
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
。
顔
が
美
し
け
れ
ば
何
だ
っ
て
で
き
る
の
で
す
。
ぼ
く
が

近
眼
だ
っ
た
の
は
幸
い
で
す
」（
立
川
希
代
子
訳
、以
下
同
じ
）
と
語
っ
た
り
、

文
学
界
の
状
況
に
つ
い
て
「
こ
こ
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
文
芸
作
品
の
よ
い
も

の
は
今
の
と
こ
ろ
出
て
い
ま
せ
ん
。（
中
略
）
当
地
の
詩
作
の
世
界
の
状

況
は
音
楽
の
世
界
の
状
況
と
同
じ
で
す
。
詩
人
は
不
足
し
て
い
な
い
の
で

す
が
、
よ
い
詩
が
不
足
し
て
い
る
の
で
す
」

9
と
批
判
し
た
り
す
る
な
ど
、

そ
の
辛
辣
な
批
評
精
神
を
発
揮
し
て
い
る
。

３
　

共
在
す
る
〈
強
さ
〉
と
〈
弱
さ
〉

　　
こ
の
よ
う
に
豊
太
郎
が
ベ
ル
リ
ン
で
愛
読
し
、
そ
の
自
我
の
覚
醒
を
促

し
た
と
推
さ
れ
る
著
者
は
、
シ
ラ
ー
や
ハ
イ
ネ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的

な
色
合
い
の
濃
い
文
学
者
で
あ
っ
た
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う

に
、
最
終
的
に
超
克
の
対
象
と
さ
れ
る
に
し
て
も
、
世
界
を
成
り
立
た
せ

る
人
間
の
意
志
を
焦
点
化
し
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
り
と
、
確
か
に
彼
の
内

面
の
変
容
を
裏
打
ち
す
る
言
説
の
主
体
と
見
な
し
う
る
人
び
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
学
者
、
思
想
家
の
感
化
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
太
郎

は
「
独
立
の
思
想
を
懐い

だ

き
て
、
人
な
み
な
ら
ぬ
面
も
ち
し
た
る
男
」
と
し

て
上
官
に
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
奇
妙
に
映
る
の
は
、「
歴
史
文
学
に
心
を
寄
せ
、
漸

く
蔗し

ょ

を
嚼か

む
境
に
入
り
ぬ
」
と
記
さ
れ
る
こ
う
し
た
ベ
ル
リ
ン
で
の
読

書
体
験
の
加
勢
も
あ
っ
て
、
上
官
に
疎
ま
れ
る
ほ
ど
の
自
我
の
発
露
を
お

こ
な
う
に
至
っ
た
豊
太
郎
が
、
一
方
で
は
同
朋
と
の
付
き
合
い
に
は
消
極

的
で
、「
倶と

も

に
麦ビ

イ
ル酒

の
杯
を
も
挙
げ
ず
、
玉
突
き
の
棒

キ
ユ
ウ

を
も
取
ら
ぬ
」
と

い
う
姿
勢
を
取
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
「
且か

つ

は
嘲
り
且か

つ

は
嫉
み
た

り
け
ん
」
と
い
う
反
応
を
招
い
て
い
る
こ
と
だ
。
豊
太
郎
が
シ
ラ
ー
や
ハ

イ
ネ
に
同
一
化
す
る
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
を
奉
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
日
々
の
行
動
に
も
滲
出
し
て
彼
を
大
胆
な
生
活
者
に
変
え
て
い
て

も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
反
映
は
見
ら
れ
な
い
ば
か
り

か
、
逆
に
彼
は
自
己
を
臆
病
な
人
間
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
朋

た
ち
の
猜
疑
的
な
態
度
が
語
ら
れ
た
の
に
つ
づ
い
て
、
そ
の
理
由
づ
け
が

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
れ
ど
こ
は
余
を
知
ら
ね
ば
な
り
。
嗚
呼
、
此
故
よ
し
は
、
我
身
だ
に
知

ら
ざ
り
し
を
、
怎い

か

で
か
人
に
知
ら
る
べ
き
。
わ
が
心
は
か
の
合ね

む歓
と
い
ふ

木
の
葉
に
似
て
、
物
触
れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
。
我
心
は
処
女
に
似
た

り
。
余
が
幼
き
頃
よ
り
長
者
の
教
を
守
り
て
、
学
の
道
を
た
ど
り
し
も
、

仕
の
道
を
あ
ゆ
み
し
も
、
皆
な
勇
気
あ
り
て
能よ

く
し
た
る
に
あ
ら
ず
、
耐

忍
勉
強
の
力
と
見
え
し
も
、
皆
な
自
ら
欺
き
、
人
を
さ
へ
欺
き
つ
る
に
て
、

人
の
た
ど
ら
せ
た
る
道
を
、
唯
だ
一ひ

と
す
ぢ条

に
た
ど
り
し
の
み
。
余
所
に
心
の

乱
れ
ざ
り
し
は
、
外
物
を
棄
て
て
顧
み
ぬ
程
の
勇
気
あ
り
し
に
あ
ら
ず
、

唯
外
物
に
恐
れ
て
自
ら
わ
が
手
足
を
縛
せ
し
の
み
。

　
こ
う
し
た
過
剰
に
「
外
物
」
を
恐
れ
る
自
己
の
心
性
の
来
歴
が
語
ら
れ

た
後
に
、「
彼か

の

人
々
の
嘲
る
は
さ
る
こ
と
な
り
。
さ
れ
ど
嫉
む
は
お
ろ
か

な
ら
ず
や
。
こ
の
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
を
」
と
括
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
余
が
幼
き
頃
よ
り
」
と
い
う
記
載
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が
あ
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
長
者
の
教
」
を
守
っ
て
優
等
生
と
し
て
歩

ん
で
き
た
豊
太
郎
の
〈
過
去
〉
の
姿
で
あ
り
、「
我
」
に
覚
醒
し
た
現
在

の
彼
の
こ
と
で
は
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
「
彼
人
々
」
の

嘲
り
や
嫉
妬
を
招
い
て
い
る
所
以
が
「
こ
の
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
に
帰

着
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
心
性
が
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
豊
太
郎
に
も
持

続
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

　
豊
太
郎
に
こ
う
し
た
性
格
上
の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
は
、
発
表
時
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
石
橋
忍
月
は
豊
太
郎
の
自
認
す
る
性
格

的
な
弱
さ
に
注
目
し
、「
抑

そ
も
そ

も
太
田
な
る
も
の
は
恋
愛
と
功
名
と
両
立
せ

ざ
る
場
合
に
際
し
て
断
然
恋
愛
を
捨
て
功
名
を
採
る
の
勇
気
あ
る
も
の

な
り
や
」
と
い
う
疑
問
を
呈
し
、「
小
心
的
臆
病
的
の
人
物
」
で
あ
る
豊

太
郎
が
そ
う
し
た
割
り
切
っ
た
振
舞
い
を
な
し
う
る
は
ず
が
な
い
と
批

判
し
た（「
舞
姫
」『
国
民
之
友
』一
九
八
〇
・
二
）10
。
そ
れ
に
対
し
て
鴎
外
は
、

「
舞
姫
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」（『
柵
草
紙
』
一
八
九
〇
・
四
）

で
、
豊
太
郎
が
大
臣
の
誘
い
を
受
け
容
れ
た
の
は
彼
の
「
弱
性
」
の
ゆ
え

で
あ
り
、「
太
田
が
処
女
を
敬
せ
し
心
と
、
其
帰
東
の
心
と
は
、
其
両
立

す
べ
き
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
反
論
を
加
え
た
。「
功
名
」
と
「
恋

愛
」
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
忍
月
に
対
し
て
、鴎
外
は
豊
太
郎
に
お
け
る
「
功

名
」
へ
の
欲
求
を
問
題
に
せ
ず
、「
弱
性
」
に
よ
っ
て
そ
の
振
舞
い
を
統

一
す
る
こ
と
で
矛
盾
が
不
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
論
理
的
に
は
鴎
外
の
主
張
は
一
応
筋
が
通
っ
て
い
る
も
の
の
、
豊
太
郎

の
「
弱
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
挙
げ
た
、
上
官
に
も
臆
さ
ず
自

身
の
意
見
を
開
陳
す
る
よ
う
な
、
ベ
ル
リ
ン
で
得
た
自
我
の
強
さ
を
矛
盾

と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
鴎
外

は
同
じ
批
評
で
、
豊
太
郎
の
内
に
生
じ
た
〈
変
化
〉
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
。
鴎
外
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
豊
太
郎
の
内
面
は
何
度
も
変
化
を
来
し

て
い
る
。
ま
ず
日
本
を
発
つ
ま
で
は
自
分
の
こ
と
を「
天
晴
豪
傑
」と
思
っ

て
い
た
の
が
、
郷
里
を
離
れ
る
や
「
悲
泣
し
て
禁
ず
る
こ
と
能
は
ず
」
と

い
う
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
「
一
変
」
で
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
経
験
に

よ
っ
て
「
奥
深
く
潜
み
し
ま
こ
と
の
我
は
次
第
々
々
に
表
に
顕
れ
て
、
昨

日
ま
で
の
我
な
ら
ぬ
我
を
攻
撃
す
る
に
似
た
り
」
と
思
う
こ
と
が
「
二
変
」

と
な
る
。
し
か
し
「
軽
薄
巧
慧
な
る
同
郷
子
弟
の
間
に
立
ち
て
呆
然
自
失

し
、
我
心
は
か
の
合ね

む歓
と
い
ふ
木
の
葉
に
似
て
、
物
触
る
れ
ば
縮
み
て
避

け
む
と
す
、
我
心
は
臆
病
な
り
、
我
心
は
処
女
に
似
た
り
と
い
へ
る
」
と

い
う
「
三
変
」
が
生
起
し
、
さ
ら
に
天
方
伯
と
の
交
わ
り
の
な
か
で
、
自

分
の
「
果
断
」
さ
が
「
順
境
に
の
み
あ
り
て
逆
境
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う

認
識
に
至
る
「
四
変
」
を
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
。

  

こ
の
説
明
で
は
「
我
心
は
臆
病
な
り
」
と
い
う
認
識
を
得
た
「
三
変
」
は
、

「
ま
こ
と
の
我
」
を
自
覚
し
た
「
二
変
」
の
〈
後
〉
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
が
、「
耐
忍
勉
強
の
力
」
に
よ
っ
て
克
己
的
に
進
ん
で
き
た
よ

う
に
見
え
る
こ
れ
ま
で
の
歩
み
が
、
実
は
「
唯
外
物
に
恐
れ
て
自
ら
わ
が

手
足
を
縛
せ
し
」
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
自
身
の
〈
過

去
〉
に
対
す
る
意
味
づ
け
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
二
変
」
は
そ
れ
を
覆
す
新

た
な
自
己
発
見
と
し
て
豊
太
郎
の
な
か
に
浮
上
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
両
者
は
同
時
的
に
生
起
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
が
、
こ
の

〈
強
さ
〉
と
〈
弱
さ
〉
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
同
時
性
こ
そ
が
、『
舞
姫
』

の
豊
太
郎
を
特
徴
づ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
小
森
陽
一
は
「
結
末

か
ら
の
物
語
」（『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
、
所
収
）
で
、

こ
こ
で
語
ら
れ
る
豊
太
郎
の
自
己
認
識
の
変
化
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
本

質
的
な
も
の
は
「
三
変
」
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」

で
あ
り
、
そ
の
他
の
変
化
は
こ
の
「
三
変
」
か
ら
遡
及
的
に
見
出
さ
れ
た

自
己
像
に
す
ぎ
ず
、「
二
変
」
の
「
ま
こ
と
の
我
」
の
自
覚
に
し
て
も
、「「
弱
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く
ふ
び
ん
な
る
心
」
の
持
ち
主
と
し
て
の
自
己
規
定
」
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
妥
当
な
見
解
で
あ
り
、
確
か
に
彼
の
〈
弱
さ
〉
が
一
時
的

な
自
己
像
と
し
て
の
〈
強
さ
〉
を
も
た
ら
す
主
体
と
し
て
の
位
置
を
も
っ

て
い
る
。
豊
太
郎
の
「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
の
内
実
と
は
、
生
活
環
境

や
周
囲
の
人
物
か
ら
書
物
の
内
容
に
至
る
ま
で
、
す
べ
か
ら
く
自
身
に
関

わ
っ
て
く
る
す
べ
て
の
「
外
物
」
に
あ
ま
り
に
も
浸
透
さ
れ
や
す
く
、
動

か
さ
れ
や
す
い
心
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
豊
太
郎
の
振
舞
い
の

根
源
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
「
弱
性
」
を
挙
げ
る
鴎
外
自
身
の
説
明
は

当
を
得
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
感
化
や
影
響
の
蒙
り
や
す
さ

が
時
に
は
〈
強
さ
〉
の
自
己
像
を
彼
に
描
か
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　〈
強
さ
〉
と
〈
弱
さ
〉
が
豊
太
郎
の
内
で
同
時
的
に
存
在
す
る
の
は
そ

の
た
め
だ
が
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
「
ま
こ
と
の
我
」
の
自
覚
が
彼
を
大
胆
な

生
活
者
に
変
え
な
い
の
は
、
こ
の
ロ
マ
ン
的
な
「
ま
こ
と
の
我
」
が
豊
太

郎
に
と
っ
て
は
現
実
生
活
の
次
元
で
は
な
く
、
観
念
的
な
次
元
で
彼
に
作

用
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
豊
太
郎
が
目
覚
め
さ
せ
た
「
ま
こ
と

の
我
」
は
、
上
官
に
挑
む
法
律
の
解
釈
論
争
に
現
れ
る
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら

〈
物
の
見
方
〉
と
い
っ
た
観
念
的
な
次
元
で
発
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

同
時
に
彼
を
エ
リ
ス
に
出
会
わ
せ
る
重
要
な
前
提
を
な
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
豊
太
郎
が
ロ
マ
ン
派
的
な
生
活
者
に
変
容
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
冒

険
心
は
彼
を
現
実
の
様
々
な
場
所
に
導
き
、
そ
こ
で
も
っ
と
あ
り
ふ
れ
た

女
性
た
ち
と
の
出
会
い
、
交
わ
り
を
お
こ
な
わ
せ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。
彼

が
そ
う
し
た
交
わ
り
を
拒
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
裏
街
の
寺
門
に
顔
を
寄

せ
て
泣
い
て
た
エ
リ
ス
と
い
う
不
幸
な
境
涯
の
女
性
と
遭
遇
し
、
彼
女
の

庇
護
者
的
な
立
場
で
の
共
生
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
豊
太
郎
が
エ
リ
ス
と
出
会
う
ク
ロ
ス
テ
ル
巷
は
、〈
大
通
り
〉
で
あ
る

ウ
ン
テ
ル
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン
と
対
比
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
し
か
し

こ
の
貧
し
い
人
び
と
が
暮
ら
す
街
衢
に
対
し
て
彼
が
「
此
三
百
年
前
の
遺

跡
を
望
む
毎
に
、
心
の
恍
惚
と
な
り
て
暫し

ば

し
佇
み
し
こ
と
幾
度
な
る
を

知
ら
ず
」
と
い
う
感
慨
を
豊
太
郎
が
抱
く
の
は
、
前
田
愛
が
「B

ER
LIN

 
1888

」（『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
筑
摩
書
房
、一
九
八
二
、所
収
）
で
「
豊

太
郎
の
自
意
識
の
か
た
い
輪
郭
が
溶
け
だ
し
て
行
く
界
面
、
そ
の
向
う
側

に
無
意
識
の
世
界
と
の
出
会
い
が
予
感
さ
れ
る
境
界
を
意
味
し
て
い
た

の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
が
自
身
の
内
的
世
界
に
降
り
立
っ
て

い
く
移
行
を
示
唆
し
て
い
る
。
豊
太
郎
が
目
覚
め
さ
せ
た
ロ
マ
ン
的
な
自

我
を
、
同
僚
た
ち
と
の
日
常
的
な
現
実
生
活
の
場
で
封
じ
て
い
た
こ
と
の

代
償
と
し
て
、
こ
の
外
在
化
さ
れ
た
内
的
世
界
へ
の
侵
入
が
用
意
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
世
界
の
核
と
し
て
存
在
し
て
い
た
エ

リ
ス
こ
そ
は
、
豊
太
郎
の
な
か
に
浮
上
し
て
き
た
ロ
マ
ン
的
な
心
性
の
形

象
化
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
自
己
の
分
身
的
存
在
と
の
出
会
い
と

共
生
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
彼
の
「
ま
こ
と
の
我
」
は
観
念
的
な
次
元
に

と
ど
め
ら
れ
る
形
で
発
露
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

４
　〈

子
〉
と
し
て
の
心
性

　

　　『
舞
姫
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
主
人
公
豊
太
郎
の
自
我
の
発
露
の
あ
り

方
は
、
作
者
で
あ
る
鴎
外
の
そ
れ
と
は
決
し
て
重
ね
ら
れ
な
い
。
エ
リ

ス
に
相
当
す
る
女
性
と
の
出
会
い
、
交
わ
り
を
持
っ
た
と
い
う
共
通
項
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
留
学
時
代
の
日
々
を
記
し
た
『
独
逸
日
記
』
に

お
い
て
は
、
鴎
外
は
豊
太
郎
と
は
対
照
的
に
軍
医
と
し
て
の
職
務
、
研
究
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に
精
励
す
る
と
と
も
に
、
現
地
や
故
国
の
人
び
と
と
積
極
的
に
接
し
、
ド

イ
ツ
で
の
日
々
を
闊
達
に
過
ご
し
て
い
る
。
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）

一
〇
月
か
ら
二
一
年
（
一
八
八
八
）
七
月
に
か
け
て
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
ド
レ

ス
デ
ン
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
で
送
ら
れ
た
留
学
生
活
に
お
い
て
、

と
く
に
前
半
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
や
ド
レ
ス
デ
ン
で
の
滞
在
に
お
い
て
は
、
異

国
の
地
で
暮
ら
し
始
め
た
珍
し
さ
も
あ
っ
て
か
、
主
に
現
地
で
の
師
や

朋
友
た
ち
と
盛
ん
に
交
わ
っ
て
い
る
。
彼
ら
と
酒
杯
を
交
わ
し
、「
諸
生

輩
麦
酒
を
喫
す
。
其
量
驚
く
可
し
。
独
逸
の
麦
酒
は
殆
ど
半
「
リ
イ
テ

ル
」
を
容
る
。
而
し
て
二
十
五
杯
を
傾
る
者
は
稀
な
り
と
為
さ
ず
。
乃

ち
十
二
「
リ
イ
テ
ル
」
半
な
り
。
余
は
僅
に
三
杯
を
喫
す
る
こ
と
を
得
」

（
一
八
八
五
・
六
・
二
七
）
と
い
う
酒
量
の
差
に
驚
か
さ
れ
た
り
す
る
か
と
思

え
ば
、
船
遊
び
に
興
じ
て
、
初
め
は
慣
れ
な
か
っ
た
も
の
の
す
ぐ
に
オ
ー

ル
を
扱
う
こ
つ
を
覚
え
、「
数
十
分
の
後
に
は
筋
肉
の
共
動
宜
き
こ
と
を

得
て
、
復
た
他
人
に
譲
ら
ざ
る
に
至
れ
り
」（
一
八
八
五
・
七
・
三
〇
）
と
い

う
運
動
神
経
の
良
さ
を
見
せ
て
い
る
。
一
方
こ
れ
ら
の
記
述
が
な
さ
れ
た

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
は
専
門
の
衛
生
学
の
研
鑽
を
反
映
さ
せ
て

「
日
本
兵
食
論
」「
日
本
家
屋
論
」
の
独
文
で
の
著
述
に
取
り
か
か
る
な
ど
、

本
来
の
業
務
で
の
活
動
に
も
意
欲
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
旺
盛
な
読
書
を
こ
な
す
こ
と
に
つ
い
て
は
豊
太
郎
と
同
様
で
あ

り
、
短
期
間
で
下
宿
に
「
百
七
十
余
巻
」
の
書
物
を
蓄
え
る
至
り
、「
希

臘
の
大
家
ソ
フ
オ
ク
レ
エ
ス
、
オ
イ
リ
ピ
デ
エ
ス
、
エ
ス
キ
ユ
ロ
ス

Sophokles, Euripides, A
eskylos

の
伝
奇
」、「
仏
蘭
の
名
匠
オ
オ
ネ
エ
、

ア
レ
ヰ
イ
、
グ
レ
ヰ
ルO

hnet, H
alévy, G

réville

の
情
史
」
が
挙
げ
ら

れ
た
後
で
、「
ダ
ン
テD

ante

の
神
曲
は
幽
味
に
し
て
恍
惚
、
ギ
ヨ
オ
テ

G
oethe

の
全
集
は
宏
壮
に
し
て
偉
大
な
り
。
誰
か
来
り
て
余
が
楽
を
分

つ
者
ぞ
」（
一
八
八
五
・
八
・
一
三
）
と
い
う
耽
溺
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
姿
を
現
さ
な
い
も
の
の
、『
舞
姫
』
で
豊
太
郎
に
感
化
を
与
え
て
い

る
シ
ラ
ー
や
ハ
イ
ネ
も
留
学
中
に
鴎
外
が
精
読
し
た
作
家
た
ち
で
あ
っ

た
。
興
味
深
い
の
は
鴎
外
の
読
書
欲
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
劇
作
家
や
ダ
ン
テ
、
ゲ
ー
テ
と
い
っ
た
巨
匠
た
ち
か
ら
、「
オ
オ

ネ
エ
、
ア
レ
ヰ
イ
、
グ
レ
ヰ
ル
」
と
い
っ
た
当
代
の
通
俗
作
家
に
至
る
ま

で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
豊
太
郎
が
座
右
の
書
と
し
た
著

者
た
ち
は
い
ず
れ
も
個
人
の
自
我
や
意
志
を
強
く
前
景
化
す
る
方
向
性

を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
彼
が
覚
醒
さ
せ
る
自
我
の
あ
り
方
を
垣

間
見
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
鴎
外
が
人
間
の
自
我
と
し
て
想
定
す
る
も
の

の
輪
郭
を
示
唆
し
て
も
い
る
。
お
そ
ら
く
鴎
外
は
人
間
の
個
的
な
自
我

を
、
豊
太
郎
が
上
官
に
対
し
て
取
る
よ
う
に
な
る
挑
戦
的
な
態
度
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
反
抗
や
抵
抗
の
姿
勢
を
伴
う
強
い
情
念
的
な
自
己
表
出
と

し
て
描
い
て
い
た
。
シ
ラ
ー
の
作
品
群
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
の
姿
は
そ

の
自
我
イ
メ
ー
ジ
の
例
証
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
多
く
引
用
さ
れ

る
『
妄
想
』
の
次
の
一
節
も
、
鴎
外
の
捉
え
る
自
我
の
姿
を
示
唆
し
て
い

る
。

　
自
分
は
小
さ
い
時
か
ら
小
説
が
好
き
な
の
で
、
外
国
語
を
学
ん
で
か
ら

も
、
暇
が
あ
れ
ば
外
国
の
小
説
を
読
ん
で
ゐ
る
。
ど
れ
を
読
ん
で
見
て
も

こ
の
自
我
が
無
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
最
も
大
い
な
る
最
も
深
い
苦
痛
だ

と
云
つ
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
分
に
は
単
に
我
が
無
く
な
る
と
い
ふ
こ
と

丈
な
ら
ば
、
苦
痛
と
は
思
は
れ
な
い
。
只
刃
物
で
死
ん
だ
ら
、
其
刹
那
に

肉
体
の
痛
み
を
覚
え
る
だ
ら
う
と
思
ひ
、
病
や
薬
で
死
ん
だ
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
病
症
薬
性
に
相
応
し
て
、
窒
息
す
る
と
か
痙
攣
す
る
と
か
い
ふ
苦
み

を
覚
え
る
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
自
我
が
無
く
な
る
為
め
の
苦
痛
は
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無
い
。  

　
　 

　
　
　
　（
中
略
）

　
そ
ん
な
ら
自
我
が
無
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
、
平
気
で
ゐ
る
か

と
い
ふ
に
、
さ
う
で
は
な
い
。
そ
の
自
我
と
い
ふ
も
の
が
有
る
間
に
、
そ

れ
を
ど
ん
な
物
だ
と
は
つ
き
り
考
へ
て
も
見
ず
に
、
知
ら
ず
に
、
そ
れ
を

無
く
し
て
し
ま
ふ
の
が
口
惜
し
い
。
残
念
で
あ
る
。
漢
学
者
の
謂
ふ
酔
生

夢
死
と
い
ふ
や
う
な
生
涯
を
送
つ
て
し
ま
ふ
の
が
残
念
で
あ
る
。
そ
れ
を

口
惜
し
い
、
残
念
だ
と
思
ふ
と
同
時
に
、
痛
切
に
心
の
空
虚
を
感
ず
る
。

な
ん
と
も
か
と
も
言
は
れ
な
い
寂
し
さ
を
覚
え
る
。

　
こ
う
し
た
自
我
の
存
在
が
感
じ
取
れ
な
い
感
慨
の
表
白
に
対
し
て
、
山

崎
正
和
は
『
鴎
外

　
闘
う
家
長
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
）
で
「
自

分
の
内
部
に
自
我
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
誰
よ
り
も
敏
感
で
あ

り
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
の
実
感
と
観
念
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
な
ん
ら
の
折
り

合
い
も
つ
け
な
い
ま
ま
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
作
家
」
が
鴎
外
で
あ
っ
た

と
し
、「
い
わ
ば
彼
の
生
涯
の
文
学
的
な
主
題
は
、
あ
の
「
自
我
の
陰
画
」

す
ら
成
立
し
な
い
、
内
面
の
完
全
な
空
白
そ
の
も
の
を
凝
視
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
常
識
的
に
い
っ
て
文

学
作
品
の
創
作
が
何
ら
か
の
自
己
表
現
の
営
為
で
あ
る
以
上
、「
自
分
の

内
部
に
自
我
が
存
在
」
せ
ず
、「
内
面
の
完
全
の
空
白
」
を
抱
え
た
人
間

が
そ
の
主
体
に
な
り
え
る
と
は
考
え
が
た
い
。
山
崎
に
よ
れ
ば
、
鴎
外
は

「
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
父
」」
で
あ
り
、
そ
の
他
者
を
庇
護
す
る
家
長
的
な

生
き
方
が
彼
に
個
的
な
自
我
を
持
つ
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
の
だ
っ
た

が
、
果
た
し
て
鴎
外
が
そ
う
し
た
生
来
の
家
長
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
も
、『
妄
想
』
の
表
白
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
む
し
ろ
、
鴎
外

が
想
定
す
る
自
我
の
概
念
が
生
活
者
と
し
て
の
実
感
と
は
別
の
地
平
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
鴎
外
は
『
舞
姫
』
を
皮
切
り
と
し
て
文
学
者
と
し
て
独
自
の
自

己
表
現
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
核
に
彼
の
表
現
者
と
し
て

の
自
我
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
組
織
の
な
か

で
生
き
る
軋
轢
を
感
じ
な
が
ら
全
う
さ
れ
た
軍
医
、
衛
生
学
者
と
し
て
の

歩
み
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
己
表
出
は
不
断
に
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
留
学
時
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）

三
月
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
お
こ
な
わ
れ
た
地
学
協
会
で
の
有
名
な
即
興
演

説
は
そ
の
端
的
な
表
出
で
あ
る
。
こ
こ
で
日
本
滞
在
の
経
験
を
持
つ
エ
ド

ム
ン
ド
・
ナ
ウ
マ
ン
が
、
日
本
の
近
代
化
が
非
主
体
的
な
形
で
展
開
さ
れ
、

ま
た
女
性
の
人
間
性
を
軽
視
す
る
ゆ
え
に
自
分
は
仏
教
に
は
染
ま
ら
な

か
っ
た
と
発
言
し
た
の
に
対
し
て
、
鴎
外
は
憤
り
を
覚
え
、
仏
教
で
は
悟

り
を
開
い
た
女
性
も
多
く
お
り
、
仏
教
徒
が
女
性
を
尊
重
す
る
こ
と
は
決

し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
劣
ら
な
い
と
そ
の
場
で
反
駁
を
加
え
た
の
だ
っ

た
。
確
か
に
山
崎
正
和
が
論
評
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
日
本
文
化
を
庇

護
す
る
家
長
的
な
意
識
が
発
露
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
公
的
な
地
平

に
お
け
る
自
己
表
出
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
形
に
お
け
る
自
我

の
在
り
処
を
鴎
外
が
実
感
し
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
ま
た
軍
医
留
学

生
と
し
て
の
闊
達
な
日
々
全
体
に
鴎
外
の
若
々
し
い
自
我
が
滲
出
し
て

い
る
こ
と
は
『
独
逸
日
記
』
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鴎
外
は
こ
う
し
た
公
的
な
立
場
を
は
ら
ん
だ
自
己

表
出
を
、
個
的
な
自
我
の
表
出
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

り
、そ
れ
が
『
妄
想
』
の
感
慨
の
前
提
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

鴎
外
が
想
定
す
る
個
人
の
自
我
と
は
、
シ
ラ
ー
の
主
人
公
た
ち
に
付
与
さ

れ
た
よ
う
な
、
も
っ
と
情
念
的
で
ロ
マ
ン
的
な
己
れ
の
発
露
で
あ
り
、
し

か
も
『
舞
姫
』
に
お
い
て
は
そ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
価
値
付
け
が
な
さ
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れ
て
い
る
。
豊
太
郎
が
「
独
立
の
思
想
を
懐
き
て
、
人
な
み
な
ら
ぬ
面
も

ち
」
を
上
官
に
向
け
た
り
し
な
け
れ
ば
、
彼
が
免
職
の
憂
き
目
に
遭
っ
た

り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
『
舞
姫
』
の
主
題
は
む
し
ろ
こ
の
ロ
マ
ン
的
な
自
我
を
打
ち

消
す
こ
と
自
体
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
鴎
外
自
身
は
も
ち
ろ

ん
豊
太
郎
の
よ
う
な
処
遇
に
遭
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
過
な
く
留
学
生

活
を
送
っ
て
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
九
月
に
帰
国
し
、
陸
軍
軍
医
学

舎
教
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
に
つ
づ
い
て
同
年
一
一
月
に
は
陸
軍
大
学
校

教
官
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
エ
リ
ス
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性
エ

リ
ー
ゼ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト
が
鴎
外
を
追
っ
て
来
日
す
る
と
い
う
事
件
が

あ
っ
た
も
の
の
、
鴎
外
自
身
は
彼
女
に
会
う
こ
と
は
な
く
、
妹
婿
小
金
井

良
精
や
弟
の
篤
次
郎
の
説
得
も
あ
っ
て
エ
リ
ー
ゼ
は
一
ヵ
月
後
に
帰
国

す
る
と
い
う
決
着
を
見
た
。
エ
リ
ー
ゼ
が
鴎
外
の
愛
情
の
対
象
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
彼
女
と
の
関
係
は
あ
く
ま
で
も
鴎
外
の
軌
跡
に
お
い
て
挿
話

的
な
位
置
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
豊
太
郎
に
と
っ
て
の
エ
リ
ス
と
は

比
重
を
異
に
し
て
い
る

11
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
エ
リ
ス
は
豊
太
郎

の
覚
醒
さ
せ
た
ロ
マ
ン
的
な
自
我
が
そ
の
社
会
的
活
動
に
円
滑
に
組
み

込
ま
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
と
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
う
こ
と
の
代
償
と
し
て

も
た
ら
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
彼
女
は
豊
太
郎
の
鏡
像
な
い

し
分
身
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
、
彼
女
を
通
し
て
豊
太
郎
の
内
面
の
あ
り

方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
側
面
が
あ
る
。

　
彼
女
が
〈
西
洋
人
〉
で
あ
る
こ
と
自
体
が
、
豊
太
郎
が
〈
西
洋
文
学
〉

に
親
し
ん
だ
結
果
生
み
出
さ
れ
た
自
我
の
鏡
像
で
あ
る
こ
と
の
傍
証
で

あ
り
、
彼
女
が
示
す
に
至
る
豊
太
郎
へ
の
情
念
的
な
傾
斜
の
烈
し
さ
は
、

豊
太
郎
が
十
分
に
外
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
内
面
の
代
替
的

な
表
象
で
あ
っ
た
。
ま
た
見
逃
せ
な
い
の
は
、
彼
女
の
情
念
的
な
烈
し
さ

が
示
す
方
向
性
が
、
豊
太
郎
の
内
的
な
志
向
を
代
理
的
に
示
唆
し
て
い
る

こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
を
対
等
の
立
場
で
愛
し
て
い
た
と

い
う
よ
り
も
、
父
の
死
に
よ
っ
て
生
計
の
柱
を
失
っ
た
彼
女
と
そ
の
母
の

生
活
を
支
え
る
存
在
と
し
て
彼
を
強
く
希
求
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
天
方
伯
に
随
行
し
て
ロ
シ
ア
に
赴
い
た
豊
太
郎
に
宛
て
た
手
紙
に
記

さ
れ
た
「
縦た

と
ひ令

い
か
な
る
こ
と
あ
り
と
も
、
我
を
ば
努ゆ

め

な
棄
て
玉
ひ
そ
」

と
い
う
文
句
に
明
瞭
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
我
を
ば
努

な
棄
て
玉
ひ
そ
」
と
い
う
思
い
は
、
同
時
に
豊
太
郎
の
内
に
う
ご
め
い
て

い
た
心
性
で
も
あ
っ
た
。
天
方
伯
が
豊
太
郎
に
「
わ
れ
と
共
に
東
に
か
へ

る
心
な
き
か
」
と
問
い
、
同
席
し
た
相
沢
謙
吉
に
、
豊
太
郎
に
「
様
々
の

係
累
」
は
な
い
か
と
訊
ね
た
際
に
、
相
沢
が
「
さ
る
こ
と
な
し
」
と
返
答

し
た
の
を
豊
太
郎
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
天
方
の
誘
い
を
承
諾
す

る
の
だ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
内
面
の
動
き
に
つ
い
て
豊
太
郎
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

あ
な
や
と
思
ひ
し
が
、
流さ

す
が石

に
相
沢
の
言
を
偽
な
り
と
も
い
ひ
難
き
に
、

若
し
こ
の
手
に
し
も
縋
ら
ず
ば
、
本
国
を
も
失
ひ
、
名
誉
を
挽
き
か
へ
さ

ん
道
を
も
絶
ち
、
身
は
こ
の
広
漠
た
る
欧
州
大
都
の
人
の
海
に
葬
ら
れ
ん

か
と
思
ふ
念
、
心
頭
を
衝
い
て
起
れ
り
。
嗚
呼
、
何
等
の
特
操
な
き
心
ぞ
、

「
承
は
り
侍
り
」
と
応
へ
た
る
は
。

　
こ
こ
で
豊
太
郎
に
「
承
は
り
侍
り
」
と
い
う
返
答
を
さ
せ
て
い
る
第
一

の
力
は
、
彼
の
な
か
に
う
ご
め
い
て
い
る
「
広
漠
た
る
欧
州
大
都
の
人
の

海
に
葬
ら
れ
ん
か
と
思
ふ
念
」
で
あ
り
、
自
分
が
異
国
で
寄
る
辺
な
い
境

涯
の
な
か
を
漂
流
し
つ
づ
け
る
孤
独
の
イ
メ
ー
ジ
が
瞬
時
に
喚
起
さ
れ

た
こ
と
が
、
彼
に
天
方
の
誘
い
を
受
け
容
れ
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
豊
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太
郎
は
天
方
に
対
し
て
「
我
を
ば
努ゆ

め

な
棄
て
玉
ひ
そ
」
と
い
う
姿
勢
を
示

し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
彼
を
動
か
し
て
い
る
内
的
な
機
制
は
家
長
的
と

は
対
照
的
な
〈
子
〉
的
な
心
性
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
心
性
を
は
ら
ん
で

い
る
点
で
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
は
同
型
の
人
間
同
士
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま

た
豊
太
郎
の
内
面
を
い
つ
も
的
確
に
見
抜
き
、
彼
の
反
論
を
許
さ
な
い
言

動
を
お
こ
な
う
だ
け
で
な
く
、
豊
太
郎
の
帰
東
の
意
志
を
エ
リ
ス
に
告
げ

て
し
ま
う
相
沢
が
、
も
う
一
人
の
豊
太
郎
の
分
身
的
存
在
で
あ
る
こ
と
も

い
う
ま
で
も
な
い
。「『
舞
姫
』
に
就
き
て
気
取
半
之
丞
に
与
ふ
る
書
」
の

署
名
が
「
相
沢
謙
吉
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て

い
る
。

  

い
わ
ば
『
舞
姫
』
は
エ
リ
ス
に
込
め
ら
れ
た
個
人
の
ロ
マ
ン
的
な
情
念

を
目
覚
め
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
最
終
的
に
は
断
念
し
て
、
相
沢
に
託
さ

れ
た
組
織
に
帰
属
す
る
自
己
を
選
び
取
ろ
う
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
ど
ち
ら
も
主
人
公
豊
太
郎
が
内
包
さ
せ
た
心
性
で
あ
っ
た
が
、
現
実

世
界
を
生
き
抜
く
た
め
に
後
者
を
採
り
、
前
者
を
葬
る
選
択
が
お
こ
な
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
煩
悶
の
末
に
病
の
床
に
伏
し
た
豊
太
郎
に
代
わ
っ
て
相

沢
が
、
エ
リ
ス
を
棄
て
て
帰
国
す
る
豊
太
郎
の
意
向
を
エ
リ
ス
に
告
げ
る

こ
と
で
彼
女
が
発
狂
す
る
帰
結
を
迎
え
る
の
は
痛
ま
し
い
が
、
彼
の
選
択

が
ロ
マ
ン
的
自
我
を
葬
る
こ
と
に
あ
っ
た
以
上
、
単
に
彼
女
と
別
れ
る
だ

け
で
は
不
充
分
な
の
で
あ
る
。
実
際
の
エ
リ
ー
ゼ
と
は
異
な
る
悲
劇
的
な

展
開
が
エ
リ
ス
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
題
を
明
確
化
す
る
た
め
に

鴎
外
が
採
っ
た
合
理
的
な
構
築
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

５
　

象
徴
的
秩
序
の
肯
定

　

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、３
節
で
提
起
し
た
豊
太
郎
に
お
け
る
〈
強
さ
〉

と
〈
弱
さ
〉
の
同
時
的
な
共
在
が
、
彼
の
人
間
性
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で

あ
る
所
以
が
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
が
「
ま
こ
と
の
我
」
を
目
覚

め
さ
せ
て
上
官
に
大
胆
な
進
言
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
る
の
と
、
朋
友
と

の
交
際
を
拒
み
、「
わ
が
心
は
か
の
合ね

む歓
と
い
ふ
木
の
葉
に
似
て
、
物
触

れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
。
我
心
は
処
女
に
似
た
り
」
と
記
さ
れ
る
態
度

を
示
す
の
が
同
時
期
で
あ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
映
る
が
、
先

に
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
れ
ら
の
根
源
に
あ
る
も
の
は
結
局
景
物
や
人
間

関
係
か
ら
文
学
、
思
想
に
至
る
有
形
無
形
の
「
外
物
」
に
あ
ま
り
に
も
動

か
さ
れ
や
す
い
豊
太
郎
の
「
弱
き
心
」
で
あ
っ
た
。
西
洋
の
ロ
マ
ン
主
義

的
な
文
芸
に
感
化
さ
れ
る
こ
と
で
「
ま
こ
と
の
我
」
を
覚
醒
さ
せ
た
よ
う

に
思
っ
た
の
も
、
帰
結
に
至
る
振
舞
い
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
時

的
な
内
面
の
変
容
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
二
変
」
に
お
け
る
豊

太
郎
は
い
わ
ば
シ
ラ
ー
や
ハ
イ
ネ
に
〈
縋
る
〉
こ
と
に
よ
っ
て
強
い
自
我

の
幻
想
を
自
身
に
与
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
彼
の
〈
弱
さ
〉

に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

  

け
れ
ど
も
『
舞
姫
』
の
内
容
や
鴎
外
自
身
の
足
取
り
と
照
ら
し
合
わ
せ

れ
ば
、
こ
う
し
た
「
弱
き
心
」
に
人
間
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
全
体
と
し

て
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
豊
太
郎
が
官
僚
と
し
て
日
本
社
会
に
復
帰
し
え
た

の
も
、
彼
が
自
身
の
「
弱
き
心
」
に
従
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
つ
か
の
間
の

幻
影
と
し
て
湧
出
さ
せ
た
自
身
の
〈
強
さ
〉
に
則
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、

社
会
的
に
不
安
定
な
境
遇
に
彼
を
と
ど
め
る
だ
け
で
な
く
、
結
果
的
に

よ
り
深
刻
な
自
己
喪
失
を
招
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
選
択
は
エ
リ

ス
の
「
精
神
的
」
な
死
を
代
償
と
し
て
な
さ
れ
た
豊
太
郎
の
自
己
救
済
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
が
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
官
僚
社
会
に
象

徴
さ
れ
る
日
本
社
会
の
秩
序
の
是
認
で
も
あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
と
は
対
比
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的
に
、
鴎
外
に
官
僚
的
な
冷
た
さ
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
の
は
こ
う
し
た
作

品
の
構
築
に
も
現
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
鴎
外
の
人
間
的
な
個
性
と
そ
れ

に
裏
打
ち
さ
れ
た
作
家
と
し
て
の
面
目
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
鴎
外
は
、『
妄
想
』
に
「
小
さ
い
時
二
親
が
、
侍
の
家
に
生

れ
た
の
だ
か
ら
、
切
腹
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
度
々

諭
し
た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
津
和
野
藩
の
典
医
で
あ
り
な
が
ら
武
士

的
な
気
風
の
家
に
育
っ
た
人
間
で
あ
り
、
鴎
外
自
身
、
後
に
『
興
津
弥
五

右
衛
門
の
遺
書
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
一
・
一
〇
）、『
阿
部
一
族
』（『
中

央
公
論
』
一
九
一
二
・
一
）
な
ど
を
書
く
よ
う
に
、
武
士
的
な
気
質
を
内
包

し
て
い
た
。
武
士
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
の
好
尚
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
藩
と
主
君
に
仕
え
る
た
め
の
所
与
の
規
範
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と

を
強
い
ら
れ
、
そ
の
価
値
観
へ
の
合
一
が
絶
対
化
さ
れ
る
人
び
と
の
こ
と

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
鴎
外
の
描
い
た
武
士
社
会
は
彼
が
身
を
置
く
官
僚
社

会
の
寓
意
と
し
て
の
側
面
を
備
え
て
お
り
、
必
ず
し
も
現
実
の
武
士
の
世

界
に
合
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
社
会
を

貫
流
す
る
象
徴
的
秩
序
へ
の
合
一
が
自
明
化
さ
れ
る
世
界
に
鴎
外
の
侍

た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
秩
序
を
引

き
受
け
る
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
人
び
と
が
鴎
外
的
人
物
の
特
質
で
あ
り
、

逡
巡
の
末
に
そ
の
選
択
を
お
こ
な
う
豊
太
郎
が
そ
の
系
譜
の
嚆
矢
を
な

し
て
い
る
。

  

そ
れ
は
し
ば
し
ば
公
的
権
力
の
肯
定
と
い
う
形
を
取
っ
て
現
れ
る
こ
と

に
も
な
り
、
父
の
救
済
の
た
め
に
自
分
の
命
を
投
げ
出
す
こ
と
を
厭
わ
な

い『
最
後
の
一
句
』（『
中
央
公
論
』一
九
一
五
・
一
〇
）の
い
ち
が
口
に
す
る「
お

上
の
事
に
は
間
違
は
ご
ざ
ひ
ま
す
ま
い
か
ら
」
と
い
う
言
葉
や
、
弟
を
安

楽
死
さ
せ
な
が
ら
、死
罪
を
免
れ
て
流
罪
と
な
る
『
高
瀬
舟
』（『
中
央
公
論
』

一
九
一
六
・
一
）
の
喜
助
が
言
う
「
お
上
の
お
慈
悲
で
、
命
を
助
け
て
島
へ

遣
つ
て
下
さ
い
ま
す
」
と
い
う
感
謝
の
文
句
は
そ
の
例
証
と
な
る
。
そ
こ

に
見
て
取
ら
れ
る
も
の
は
、
鴎
外
の
官
僚
的
な
意
識
と
い
う
よ
り
も
、「
お

上
」
に
託
さ
れ
た
社
会
の
象
徴
的
秩
序
へ
の
信
奉
で
あ
る
。
総
じ
て
鴎

外
の
人
物
た
ち
は
、
何
ら
か
の
秩
序
に
自
己
を
埋
め
込
む
こ
と
に
長
け
た

人
び
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
鴎
外
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

四
十
歳
で
一
切
の
公
職
を
擲
っ
て
新
聞
社
の
「
小
説
記
者
」
と
な
っ
た
漱

石
と
は
違
っ
て
、
軍
医
、
官
僚
と
し
て
生
涯
を
全
う
し
え
た
わ
け
だ
が
、

社
会
の
象
徴
的
秩
序
へ
の
信
奉
は
留
学
生
活
を
送
り
、『
舞
姫
』
を
書
い

た
二
十
代
の
活
動
に
も
す
で
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。『
妄
想
』
に
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
鴎
外
は
帰
国
後
日
本
人
の
生
活
文
化
を
西
洋
風
に
改
革

す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
保
守
主
義
的
な
言
説
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

る
。
街
並
み
を
西
洋
風
に
す
る
よ
り
も
「
上
水
や
下
水
で
も
改
良
す
る
が

好よ

か
ら
う
」
と
進
言
し
、
食
事
に
つ
い
て
も
「
米
も
魚
も
ひ
ど
く
消
化
の

好よ

い
も
の
だ
か
ら
、
日
本
人
の
食
物
は
昔
の
ま
ま
が
好よ

か
ら
う
」
と
語

り
、
仮
名
遣
い
も
発
音
と
表
記
が
一
致
し
な
い
従
来
の
や
り
方
を
支
持
す

る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
は
失
望
を
以
て

故
郷
の
人
に
迎
え
ら
れ
た
」
と
い
う
反
応
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ

た
。

　『
妄
想
』
に
語
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
帰
国
後
に
鴎
外
が
保
守
化

し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
留
学
中
の
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）

に
独
文
で
「
日
本
兵
食
論
」「
日
本
家
屋
論
」
に
着
手
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ド
イ
ツ
で
衛
生
学
を
学
ぶ
こ
と
と
齟
齬
を
来
す
こ
と
な
く
鴎
外
の
内

に
明
確
化
さ
れ
て
い
っ
た
価
値
観
で
あ
る
。
明
ら
か
に
鴎
外
の
内
に
は
、

数
百
年
の
連
続
性
の
な
か
で
保
持
さ
れ
て
い
っ
た
文
化
の
様
式
と
い
う

象
徴
的
秩
序
に
対
す
る
信
奉
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
と
、
自

己
の
生
き
る
基
盤
と
し
て
の
所
与
の
社
会
制
度
を
是
認
す
る
作
中
人
物
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た
ち
の
姿
勢
は
連
続
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
『
舞
姫
』
は
む
し
ろ

主
人
公
が
個
人
と
し
て
の
自
我
へ
の
こ
だ
わ
り
を
示
す
数
少
な
い
例
で

あ
っ
た
。
情
念
的
な
自
己
を
貫
け
な
い
〈
弱
さ
〉
は
、
所
与
の
秩
序
へ
の

合
一
と
い
う
形
を
取
れ
ば
比
類
の
な
い
〈
強
さ
〉
に
転
化
す
る
こ
と
に
も

な
る
。し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、〈
主
体
〉を
示
す
英
語
の「subject

」

や
フ
ラ
ン
ス
語
の
「sujet

」
は
同
時
に
〈
従
属
〉
の
意
味
を
も
ち
、
何
物

か
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な

関
係
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
西
洋
で
は
〈
神
〉
に
相
当
す
る
そ
の
従
属

の
先
が
、
鴎
外
に
お
い
て
は
社
会
の
象
徴
的
秩
序
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
鴎
外
に
お
け
る
外
界
と
自
己
の
関
係
は
、
ラ
カ
ン
の
理
論
に
お
け

る
「
象
徴
界
」
の
位
置
づ
け
と
即
応
し
て
お
り
、こ
こ
で
「
象
徴
的
秩
序
」

と
い
う
言
葉
を
た
び
た
び
使
っ
て
き
た
の
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
こ
と

で
あ
る
。
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
鏡
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
自

己
を
間
接
的
に
認
識
す
る
「
想
像
界
」
を
経
て
、
言
語
や
法
制
度
に
よ
っ

て
具
現
化
さ
れ
る
「
象
徴
界
」
に
自
己
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

来
的
な
自
己
を
「
去
勢
」
し
つ
つ
社
会
化
す
る
の
だ
っ
た
が
、
興
味
深
い

こ
と
に
『
舞
姫
』
は
こ
の
移
行
の
端
的
な
事
例
と
し
て
見
な
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ラ
カ
ン
が
具
体
的
に
挙
げ
る
の
は
離
乳
期
の
幼
児
の
例
だ
が
、
広

く
考
え
れ
ば
想
像
界
か
ら
象
徴
界
へ
の
移
行
は
、
人
間
が
自
己
を
社
会
化

す
る
過
程
で
成
人
後
に
も
お
こ
る
現
象
で
あ
ろ
う

12
。

　

  

豊
太
郎
が
相
沢
に
指
摘
さ
れ
、
ま
た
彼
自
身
が
自
認
す
る
「
弱
き
心
」

の
内
実
を
な
す
、
外
的
な
事
物
や
環
境
に
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
〈
弱
さ
〉

は
む
し
ろ
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
生
存
の
条
件
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
主
義

的
な
文
芸
作
品
の
主
人
公
の
よ
う
な
、
熾
烈
な
情
念
に
貫
か
れ
て
生
き
る

人
間
の
方
が
現
実
的
に
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
自
身
が
歴
史

的
な
連
続
性
に
支
え
ら
れ
た
秩
序
を
尊
重
す
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
自

己
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
と
の
共
鳴
の
な
か
で
自
己
の
在
り
処
を
感
じ
取
る

こ
と
を
是
認
し
て
い
た
。
ま
た
歴
史
的
に
も
そ
う
し
た
自
己
の
あ
り
方
を

肯
定
す
る
思
想
が
日
本
の
伝
統
に
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
本
居
宣
長
が

『
源
氏
物
語
』
を
評
価
す
る
際
に
強
調
し
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
、
ま

さ
に
人
間
が
折
に
触
れ
て
自
然
や
人
事
の
外
物
に
心
を
動
か
さ
れ
る
情

感
を
す
く
い
上
げ
る
観
念
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏

も
あ
る
意
味
で
は
「
弱
き
心
」
の
持
ち
主
だ
が
、
主
に
異
性
関
係
に
お
い

て
作
動
し
て
い
く
そ
の
「
弱
き
心
」
の
様
態
が
隈
な
く
描
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
人
間
性
へ
の
深
い
洞
察
を
は
ら
む
作
品
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
し
て
も
、
上
演
に
伴
う
様
々
な
条
件
を

所
与
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
演
技
者
の
表
現
を
い
か
に
沿
わ
せ
る
か
と

い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
き
、
そ
こ
で
は
表
現
者
が
い
か
に
観

客
次
第
の
〈
弱
い
〉
存
在
か
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
『
風
姿
花
伝
』
以
下
の
書
が
単
に
演
技
指
南
に
と
ど
ま
ら
な
い
人

間
洞
察
の
鋭
さ
を
も
つ
考
察
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。

　
け
れ
ど
も
西
洋
志
向
の
時
代
を
生
き
た
鴎
外
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
ロ

マ
ン
的
な
情
念
性
こ
そ
が
あ
る
べ
き
自
我
の
中
核
と
し
て
想
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
弱
き
心
」
を
積
極
的
に
人
間
の
自
我
の
あ

り
方
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
自

身
の
内
に
自
我
の
不
在
を
感
じ
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
鴎
外
が
帰
国
し
て
か
ら
『
舞
姫
』
を
世
に
送
る

ま
で
の
時
代
が
、
日
本
社
会
自
体
が
そ
の
象
徴
的
秩
序
を
構
築
す
る
こ

と
に
精
力
を
注
い
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
看
過
し
え
な
い
。『
舞

姫
』
が
明
治
憲
法
の
発
布
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶

然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
憲
法
こ
そ
は
社
会
秩
序
の
根
幹
を
な
す
規
範
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だ
が
、
主
に
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
）
憲
法
に
学
び
な
が
ら
、
そ
れ
を
天

皇
を
軸
と
す
る
日
本
の
維
新
以
降
の
体
制
に
合
わ
せ
る
た
め
に
伊
藤
博

文
や
井
上
毅
、
伊
東
巳
代
冶
ら
が
検
討
を
重
ね
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
発
布
後
も
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
民
法
に
つ
い
て
は
、『
舞
姫
』
が
発
表
さ
れ
た
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
下
敷
き
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
法
学
者
の
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
が
起
草
し
た
い
わ
ゆ
る
旧
民
法
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
は
個
人
間
の
権
利
義
務
関
係
を
重
ん
じ
る
理
念
が
日
本
の
家
父
長

制
度
と
齟
齬
を
来
す
と
い
う
懸
念
か
ら
、
憲
法
学
者
穂
積
八
束
の
「
民
法

出
デ
テ
忠
孝
亡
ブ
」
を
は
じ
め
と
す
る
批
判
の
声
が
上
が
り
、
結
局
施
行

さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
穂
積
ら
の
批
判
が
提
出
さ
れ
る
の
は
『
舞

姫
』
発
表
以
降
の
こ
と
だ
が
、
公
布
前
の
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に

も
す
で
に
民
法
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
意
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
明
治

二
二
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
『
舞
姫
』
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
る

『
国
民
之
友
』
に
思
想
家
、
評
論
家
の
植
木
枝
盛
の
「
如
何
な
る
民
法
を

制
定
す
可
き
耶
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
由
民
権
の
運
動
家

で
あ
っ
た
植
木
ら
し
く
男
女
、
長
幼
間
の
平
等
の
理
念
に
よ
っ
て
民
法
が

構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、「
長
男
相
続
法
は
実
に
封

建
の
遺
物
な
り
」
と
断
定
さ
れ
て
い
た
。

  

鴎
外
が
『
舞
姫
』
の
執
筆
に
着
手
し
よ
う
と
し
て
い
た
明
治
二
二
年
後

半
は
こ
う
し
た
法
制
度
の
整
備
に
力
が
注
が
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
一
方

で
は
１
節
で
見
た
よ
う
に
不
平
等
条
約
の
改
正
が
急
が
れ
、
そ
の
条
件
と

さ
れ
た
欧
米
流
の
法
典
編
纂
へ
の
反
撥
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ

り
、
天
方
伯
の
モ
デ
ル
で
あ
る
山
県
有
朋
は
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
心
身
を

消
耗
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
鴎
外
自
身
も
軍
医
と
し
て
兵
士
の
栄

養
、
衛
生
面
の
向
上
に
腐
心
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
先
に
見
た
よ
う
に
、

日
本
の
従
前
の
あ
り
方
を
肯
定
す
る
保
守
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
の

だ
っ
た

13
。

　
こ
う
し
た
日
本
社
会
の
象
徴
的
秩
序
の
構
築
期
に
、
そ
れ
を
護
る
立
場

を
取
る
作
者
に
よ
っ
て
『
舞
姫
』
は
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
一
層
ロ

マ
ン
的
な
情
念
を
捨
象
す
る
帰
結
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
鷗
外
作
品
に
お
い
て
個
人
の
自
我
は
結
局
、
社
会
の
秩
序

や
制
度
と
合
一
の
末
に
残
滓
と
し
て
と
ど
ま
る
自
己
の
感
覚
と
し
て
表

象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
家
の
貧
困
を
救
う
た
め
に
高
利
貸
し

の
妾
に
な
る
こ
と
を
進
ん
で
選
び
取
る
『
雁
』（
籾
山
書
店
、
一
九
一
五
）

の
お
玉
が
、
飼
っ
て
い
る
小
鳥
を
蛇
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
医
学
生
の
岡
田

に
ほ
の
か
な
思
い
を
寄
せ
る
と
い
っ
た
形
で
、
生
の
条
件
を
受
容
し
つ
つ

も
、
情
感
的
な
〈
己
れ
〉
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
お
玉
が

発
動
さ
せ
る
こ
う
し
た
微
か
な
情
感
的
な
自
我
は
、『
舞
姫
』
の
末
尾
に

記
さ
れ
る
、豊
太
郎
が
相
沢
に
対
し
て
抱
く
「
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
こ
ろ
」

の
小
さ
さ
と
も
照
応
し
て
い
る
。
相
沢
が
所
与
の
秩
序
に
合
一
し
て
生
き

る
人
間
の
謂
で
あ
る
と
し
た
ら
、
豊
太
郎
は
そ
う
し
た
生
を
あ
ら
た
め
て

選
び
取
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
完
全
に
合
一
し
き
れ
な
い
も
の

を
残
す
自
己
を
感
じ
て
い
る
。
そ
の
「
一
点
」
の
違
和
感
こ
そ
が
、軍
医
、

官
僚
で
あ
り
な
が
ら
表
現
者
と
し
て
の
人
生
を
作
者
鴎
外
に
送
ら
せ
た

起
点
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

註

1
　
Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』（
Ⅰ
、
久
米
博
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
七
、
原
著
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は
一
九
八
三
）。リ
ク
ー
ル
は
基
本
的
に
物
語
構
築
を
、過
去
の
出
来
事
を
筋
立
て
に
よ
っ

て
統
合
形
象
化
す
る
ミ
メ
ー
シ
ス
行
為
と
し
て
捉
え
、そ
こ
で
生
じ
る「
不
調
和
な
調
和
」

が
作
品
の
興
趣
を
な
す
と
さ
れ
る
。「
不
調
和
な
調
和
」
と
は
、
悲
劇
の
主
人
公
が
破
滅

し
な
が
ら
そ
れ
を
眺
め
る
観
客
が
慰
藉
や
浄
化
を
得
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公

を
軸
と
す
る
物
語
の
行
動
に
亀
裂
や
破
局
が
生
じ
な
が
ら
、
作
品
全
体
と
し
て
は
ま
と

ま
り
や
完
結
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
指
す
が
、『
舞
姫
』
も
そ
の
一
例
を
な
す
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

2
　『
舞
姫
』
の
豊
太
郎
が
務
め
る
「
某
省
」
と
し
て
は
他
に
司
法
省
も
考
え
ら
れ
る
が
、

初
め
大
学
で
「
政
治
家
に
な
る
べ
き
特
科
」
を
受
講
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が

な
か
っ
た
た
め
に
「
二
三
の
法
家
の
講
筵
に
列
る
こ
と
に
お
も
ひ
定
め
」
た
と
い
う
経

緯
は
、
彼
が
司
法
省
の
官
吏
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

3
　
三
好
行
雄
「『
舞
姫
』
補
注
」（
近
代
文
学
注
釈
体
系
『
森
鴎
外
』
有
精
堂
、

一
九
七
一
）。

4
　
Ｇ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

─
方
法
論
の
試
み
』（
花
輪
光
・
和

泉
涼
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
五
、
原
著
は
一
九
七
二
）。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
』
を
主
な
対
象
と
し
て
語
り
の
技
法
を
多
様
に
考
察
し
た
こ
の
著
作
で
、「
先

説
法
」
は
「
錯
時
法
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
後
説
法
」
と
対
比
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
先
説
法
」
と
は
後
に
詳
し
く
提
示
さ
れ
る
出
来
事
を
あ
ら
か
じ
め
予
示
的
に
語
る
叙
法

で
あ
り
、
一
方
「
後
説
法
」
と
は
先
に
生
起
し
た
出
来
事
を
後
に
な
っ
て
あ
ら
た
め
て

喚
起
す
る
叙
法
で
あ
る
。

5
　「
官
吏
服
務
紀
律
」
は
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
に
出
さ
れ
た
「
行
政
官
官
吏
服

務
紀
律
」
を
改
正
し
て
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
降

昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
の
終
戦
に
至
る
ま
で
、
一
度
も
改
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
維

持
さ
れ
た
。
な
お
引
用
は
『
内
務
省
史
』（
前
出
）
に
よ
っ
て
い
る
。
内
務
省
の
歴
史
に

つ
い
て
は
他
に
副
田
義
也
『
内
務
省
の
社
会
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
）
を

参
照
し
た
。

6
　
武
嶋
務
の
免
官
の
事
情
に
つ
い
て
は
主
に
小
堀
桂
一
郎
『
若
き
日
の
森
鴎
外
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
）、
山
崎
光
夫
『
明
治
二
十
一
年
六
月
三
日

─
鴎
外
「
ベ

ル
リ
ン
写
真
」
の
謎
を
解
く
』（
講
談
社
、
二
〇
一
二
）
を
参
照
し
た
。

7
　
西
尾
幹
二
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
と
人
間
像
」（
世
界
の
名
著
続10

『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
』
中
央
公
論
社
、一
九
七
五
、所
収
）。
西
尾
は
「
意
志
の
否
定
」

と
い
う
こ
の
著
作
の
主
題
に
つ
い
て
も
、
重
複
の
多
い
過
剰
な
言
葉
遣
い
に
彩
ら
れ
た

文
体
が
そ
れ
に
逆
行
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
理
論
的
な
内
容
に
お
い
て
も
「
本
書
の

大
半
の
叙
述
は
、
け
っ
し
て
「
意
志
の
否
定
」
を
目
指
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

8
　
長
谷
川
泉
「『
舞
姫
』
の
隠
匿
」（『
続
鴎
外
論
考
』
一
九
七
七
・
一
二
→
『
森
鴎
外
『
舞

姫
』
作
品
論
集
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
〇
）。

9
　
ハ
イ
ネ
の
引
用
は
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
全
集
16
『
ハ
イ
ネ
』（
国
書
刊
行
会
、

一
八
八
九
）
に
よ
る
。

10
　
引
用
は
現
代
日
本
文
学
大
系
96
『
文
藝
評
論
集
』（
筑
摩
書
房
、一
九
七
三
）
に
よ
る
。

11
　
エ
リ
ー
ゼ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト
に
関
す
る
研
究
は
近
年
も
精
力
的
に
さ
れ
て
い
る
が
、

妹
の
小
金
井
喜
美
子
に
よ
っ
て
定
説
的
な
重
み
を
与
え
ら
れ
て
い
た
「
路
傍
の
花
」
説

（『
森
鴎
外
の
系
族
』
大
岡
山
書
店
、
一
九
四
三
）
や
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
エ
リ
ー
ゼ
「
賤
女
」
説
は
現
在
で
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

や
は
り
鴎
外
と
の
間
で
情
愛
が
交
わ
さ
れ
る
相
手
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
の
方
が
有
力

の
よ
う
で
あ
る
。
林
尚
久
は
「
エ
リ
ー
ゼ
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
「
舞
師
」
で
あ
る

─
「
舞

姫
事
件
」
考
（
そ
の
三
）」（『
鴎
外
』
83
号
、
二
〇
〇
八
・
七
）
で
、
エ
リ
ー
ゼ
が
ベ
ル

リ
ン
で
は
な
く
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
在
住
し
、「
舞
師
」
す
な
わ
ち
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
の
職
を

持
つ
、
中
流
以
上
の
家
庭
の
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
論
を
提
示
し
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン

在
住
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
六
草
い
ち
か
の
『
鴎
外
の
恋

　
舞
姫
エ
リ
ス
の
真
実
』

（
講
談
社
、
二
〇
一
一
）
で
は
、
エ
リ
ー
ゼ
の
父
は
銀
行
の
出
納
係
で
、
エ
リ
ー
ゼ
自
身

は
帽
子
製
作
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
前
に
上
梓
さ
れ
た

植
木
哲
『
新
説

　
鴎
外
の
恋
人
エ
リ
ス
』（
新
潮
選
書
、
二
〇
〇
〇
）
で
は
、
エ
リ
ス
の
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モ
デ
ル
は
ル
イ
ー
ゼ
・
ヴ
ィ
ー
ゲ
ル
ト
と
い
う
名
の
、
ベ
ル
リ
ン
の
仕
立
屋
の
娘
で
あ
っ

た
と
さ
れ
、
来
日
後
の
恬
淡
と
し
た
振
舞
い
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鴎
外
と
の
間
に

あ
っ
た
も
の
は
「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
ラ
ブ
を
感
じ
さ
せ
る
、
淡
い
関
係
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
か
」
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

12
　
ラ
カ
ン
の
理
論
は
主
に
『
エ
ク
リ
』（
Ⅰ
、
宮
本
忠
雄
・
武
内
也
迪
・
高
橋
徹
・
佐
々

木
孝
次
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
七
二
、
原
著
は
一
九
六
六
）
及
び
福
原
泰
平
『
ラ
カ
ン

　

鏡
像
段
階
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
し
た
。

13
　
日
本
文
で
書
か
れ
た
論
考
に
お
い
て
も
、
鴎
外
は
『
日
本
兵
食
論
大
意
』（『
陸
軍

軍
医
学
会
雑
誌
』
三
、一
八
八
六
・
一
）
で
は
「
我
陸
軍
ニ
於
テ
ハ
米
食
ニ
テ
充
分
ノ
栄

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

養
法
ヲ
行
フ
ヲ
得
可
ク
其
或
ハ
不
充
分
ナ
ル
点
ア
ル
ハ
何
ノ
国
ニ
テ
モ
養
衆
法
ニ
於
テ

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

其
例
少
ナ
カ
ラ
ズ

`

`

`

`

`

`

`

」（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
米
食
に
よ
る
栄
養
摂
取
を
肯
定
し
、『
日

本
家
屋
説
自
抄
』（『
読
売
新
聞
』
一
八
八
八
・
一
二
）
で
は
、
日
本
家
屋
の
換
気
の
良
さ

や
開
口
部
の
大
き
さ
か
ら
「
自
然
照
室
」
に
優
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
根
本
的

な
都
市
改
良
を
お
こ
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
「
旧
に
依
て
日
本
屋
に
住
す
る
に
若
か
ず

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

`

」

（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
、
日
本
の
伝
統
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
評
価
し
て
い
る
。
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１
　

二
つ
の
時
間
概
念

　
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
一
九
四
〇
年
に
自
ら
命
を
絶
っ
た
の

ち
、
彼
の
思
想
の
受
容
が
史
的
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
両
極

に
分
裂
し
た
陣
営
の
対
立
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と

で
は
な
い
。
一
九
五
五
年
に
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
最
初
の
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著

作
集
』（
二
巻
）
が
刊
行
さ
れ
、
六
八
年
世
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か

で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
ま
れ
て
い
っ
た
後
も
な
お
、
少
な
く
と
も
一
九
八
〇

年
代
初
頭
ま
で
は
唯
物
論
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
対
置
す
る
標
題
は
自
然

な
風
景
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
二
項
対
立
そ

の
も
の
は
、
そ
の
後
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
と
ら
え
る
う
え
で
有
効
な

も
の
と
み
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
確

か
に
構
成
し
て
い
る
こ
の
両
極
的
な
要
素
は
、
現
在
で
も
な
お
、
基
本
的

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ
続
け
て
い
る

1
。

　
こ
の
両
極
を
架
橋
す
る
最
も
重
要
な
接
点
は
、
何
よ
り
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
と
「
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
構

造
性
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
離
反

の
状
態
を
現
状
の
う
ち
に
見
て
取
り
、
そ
こ
か
ら
の
「
救
済
ử
解
放
」
を

想
定
す
る
と
い
う
思
考
の
枠
組
み
を
も
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
そ
の
よ
う
に
読
む
場
合
、
救
済
ử
解
放
さ
れ

歴
史
の
天
使
が
現
れ
る
世
界

―
あ
る
い
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
二
つ
の
時
間
構
造
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
口
裕
之

　

た
状
態
は
あ
る
時
間
的
流
れ
の
先
に
達
成
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
そ
の
離
反
を
経
て
新
た
な

理
想
的
到
達
点
へ
と
い
た
る
と
い
う
展
開
に
お
い
て
、「
救
済
」
は
そ
の

最
終
段
階
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
複
製
技
術
論
で
と

り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
展
開
は
実
際
に
時
間
軸
の
上
で
進

行
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
救
済
は
そ
う
い
っ
た
展
開
が
た
ど
る
ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
的
経
緯
の
最
終
地
点
に
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
は
異

な
る
も
う
一
つ
の
救
済
に
関
わ
る
時
間
の
概
念
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
真
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
閃
光
の
よ
う
に
ひ
ら
め
き
、
さ
っ
と
か
す
め
過
ぎ

て
ゆ
く
瞬
間
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
「
い
ま
こ
の
と
き

( Jetztzeit)

」
と
い
う
特
別
な
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
あ
の
メ
シ
ア
的

な
時
間
で
あ
る
。
こ
の
「
い
ま
こ
の
と
き
」
は
、
線
状
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
時
間
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
う
ち
で
一
般
的
に
想
定
さ
れ
て

い
る
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
の
流
れ
の
な
か
の
ご
く
短
い
時
間
を
表
す

も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」

の
一
部
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
語
そ
の
も
の
と
し
て
日
常

的
に
普
通
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉Jetztzeit

は
、

線
状
的
に
流
れ
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
時
間
の
な
か
に
、
言
葉
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そ
の
も
の
と
し
て
も
ま
っ
た
く
異
質
な
瞬
間
と
し
て
切
り
込
ん
で
い
る
。

　
そ
の
「
瞬
間
」
は
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
を
は
じ
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
固
し
た
も
の
、
時
間
が
停
止
し

た
も
の
と
し
て
、
多
彩
な
表
現
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。「
出
来
事
の
メ

シ
ア
的
静
止
」（「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
第
一
七
テ
ー
ゼ
）
で
あ
り
「
メ

シ
ア
的
時
間
の
破
片
」（
同
、補
遺
A
）
で
あ
る
「
い
ま
こ
の
と
き
」
が
、「
救

済
」
と
い
う
神
学
的
連
関
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。「
時
間
の
う
ち
の
一
秒
一
秒
が
、
メ
シ
ア
が
そ
こ
を
通
っ
て
や
っ

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
小
さ
な
門
」（
同
、
補
遺
B
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

と
き
も
、
そ
の
「
一
秒
一
秒 ( jede Sekunde)

」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界

の
通
常
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
一
秒
で
あ
る
と
い
う
よ
り

も
、
そ
の
時
間
の
流
れ
の
な
か
の
ど
の
時
点
に
で
も
入
り
込
む
可
能
性
の

あ
る
異
質
な
瞬
間
と
し
て
の
「
メ
シ
ア
的
時
間
」
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
時
間
の
停
止
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
う
メ
シ
ア
的
時
間

は
、
ま
た
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
「
引
用
」
と
い
う
概
念
の
か
た
ち

を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
第
一
四
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
、
古

代
ロ
ー
マ
を
引
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
古
代
ロ
ー
マ
を
引
用
す
る
こ
と

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
の
な
か
に
出
来
事

の
連
鎖
を
並
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、「
い
ま
こ
の
と
き
」
に
よ
っ
て
満
た

さ
れ
た
時
間
を
構
成
す
る
作
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
描
き
出

し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
理
念
の
構
造
性
に
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

こ
の
世
界
の
な
か
の
現
象
を
特
定
の
「
布
置
」
へ
も
た
ら
す
と
い
う
『
ド

イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
と
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い

る
ク
ラ
ウ
ス
論
の
「
引
用
」
の
概
念
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る

2
。
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
が
「
そ
の
よ
う
な
過
去
を
歴
史
の
連
続
性
か
ら
打
ち
壊
し
て
取

り
出
し
た
」
と
い
う
と
き
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
冒
頭
に
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス

の
「
根
源
が
到
達
点
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
の
「
破
壊
」
の
行
為
は
、
ク
ラ
ウ
ス
論
で
の
「
引
用
」
と
い
う
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
引
用
の
対
象
と
な

る
も
の
、
構
成
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
任
意
の
も
の
で
は
な
い
。
も
と

も
と
理
念
的
な
も
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た

が
ゆ
え
に
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
も
「
根
源
」
の
徴
を
も
つ
も
の
、
こ
の

世
界
の
な
か
で
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
し
て
存
在
す
る
も
の
が
本
来
、
引
用

の
対
象
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
こ
の
罪
の
連
関
に

と
ら
わ
れ
た
世
界
の
な
か
で
、
時
間
性
が
空
間
化
さ
れ
た
も
の
、
時
間
の

流
れ
と
し
て
の
「
歴
史
」
が
「
自
然
」
と
い
う
空
間
に
凝
固
し
た
「
自
然

史( N
aturgeschichte)

」
と
し
て
存
在
す
る
。「
い
ま
こ
の
と
き
」
に
充
た

さ
れ
た
ロ
ー
マ
時
代
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
性
が
空
間
化
し

た
ア
レ
ゴ
リ
ー
像
を
も
と
の
連
関
か
ら
「
引
用
」
し
て
破
壊
的
に
取
り
出

す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
あ
ら
た
な
「
到
達
点
」
と
し
て
の
「
根
源
」
へ

と
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
考
え
る
と

き
、「
引
用
」
も
ま
た
時
間
の
停
止
の
連
関
の
う
ち
に
あ
る
。

２
　

歴
史
概
念
の
神
学
性

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
は
、
一
方
で
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
考

え
て
い
る
よ
う
な
、
こ
の
世
界
の
な
か
の
で
き
ご
と
の
連
鎖
と
し
て
描
き

出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
歴
史
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
神

の
世
界
へ
の
救
済
を
待
つ
状
態
と
し
て
の
、
時
間
に
規
定
さ
れ
た
人
間
の

世
界
と
い
う
神
学
的
な
意
味
で
の
歴
史
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ベ
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ン
ヤ
ミ
ン
の
時
間
論
の
テ
ク
ス
ト
で
も
あ
る
こ
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い

て
」
を
読
む
と
き
に
お
そ
ら
く
最
も
大
き
な
躓
き
と
な
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
「
歴
史
」
と
い
う
と
き
の
こ
れ
ら
二
重
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、

世
俗
化
さ
れ
た
世
界
に
住
む
わ
れ
わ
れ
が
神
学
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も

は
や
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
読
み
取
ろ
う

と
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

だ
か
ら
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
冒
頭
で
「
今
日
で
は
周

知
の
よ
う
に
小
さ
く
て
醜
く
、
そ
う
で
な
く
と
も
人
目
に
姿
を
さ
ら
す
こ

と
の
で
き
な
い
神
学
」
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
さ
に
こ
の
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
に
象
徴
さ
れ
る
史
的
唯
物
論
と
メ
シ
ア

ニ
ズ
ム
の
対
立
関
係
が
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
シ
ョ
ー
レ
ム
の
対
照
的
な
理
解
の

仕
方
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

受
容
の
プ
ロ
セ
ス
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

3
。
今
日
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読

む
も
の
は
、
神
学
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
史
的
唯
物
論
を
め
ぐ

る
論
議
そ
の
も
の
に
も
も
は
や
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
こ
と

は
お
そ
ら
く
な
い
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
せ
よ
、他
の
テ
ク
ス
ト
に
せ
よ
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
世
界
を
捉
え
る
そ
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
方
や
思
考
の
方

法
は
、
し
ば
し
ば
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
思
想
や
政
治
的
・
歴
史
的

状
況
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
。
確
か
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
自
身
、
そ
の
時
々
の
危
機
的
な
歴
史
的
状
況
の
な
か
で
思
考
を

展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
現
実
の
歴
史
の
み
を

問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
は
顕
在
的
に
現
れ

て
い
る
は
ず
の
も
う
一
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
、
つ
ま
り
神
学
的
な
意
味
で

の
「
歴
史
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
「
歴
史
」
は
あ
る
種
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
現

実
的
な
歴
史
と
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
も
の
を
捉
え
る
視
点
か
ら
排

除
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。「
歴
史
の
天
使
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

テ
ー
ゼ
九
、そ
し
て
、そ
れ
と
緊
密
に
呼
応
す
る
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」

は
、
そ
う
い
っ
た
神
学
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
強
力
に
現
れ
て
い
る
テ
ー

ゼ
で
あ
る
。

「
新ア

ン
ゲ
ル
ス
・
ノ
ー
ヴ
ス

し
い
天
使
」
と
題
さ
れ
た
ク
レ
ー
の
絵
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
人
の

天
使
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
天
使
は
、
彼
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
も

の
か
ら
、
今
ま
さ
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
彼

の
目
は
大
き
く
見
開
か
れ
て
お
り
、
口
は
ひ
ら
い
て
、
翼
は
ひ
ろ
げ
ら
れ

て
い
る
。
歴
史
の
天
使
は
こ
の
よ
う
に
見
え
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
そ

の
顔
を
過
去
に
向
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は

0

0

0

0

0

0

出
来
事
の
連
鎖
と
見
え
る

と
こ
ろ
に
、
彼
は
0

0

た
だ
一
つ
の
破

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー

局
を
見
る
。
そ
の
破
局
は
、
次
か
ら

次
へ
と
絶
え
間
な
く
瓦
礫
を
積
み
重
ね
、
そ
れ
ら
の
瓦
礫
を
彼
の
足
元
に

投
げ
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
し
ば
し
と
ど
ま
り
、
死
者
を
呼
び
覚
ま

し
、
打
ち
砕
か
れ
た
も
の
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
嵐
が
楽パ

ラ
ダ
イ
ス園

の
ほ
う
か
ら
吹
き
つ
け
、
そ
れ
が
彼
の
翼
に
か

ら
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
強
さ
に
、
天
使
は
も
は
や
翼

を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
嵐
は
天
使
を
、
彼
が
背
中
を
向
け
て

い
る
未
来
の
ほ
う
へ
と
、
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
押
し
や
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
あ
い
だ
に
も
、
天
使
の
前
の
瓦
礫
の
山
は
天
に
届
く
ば

か
り
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
進
歩
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、

こ
の
0

0

嵐
な
の
で
あ
る
。

4

　
こ
の
テ
ー
ゼ
で
語
ら
れ
て
い
る
瓦
礫
の
風
景
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
時
代
の
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
破
局
の
風
景
と
重

ね
合
わ
さ
れ
、
そ
う
い
っ
た
特
定
の
歴
史
状
況
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
感
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じ
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
瓦
礫
の
風
景

は
人
間
の
歴
史
の
す
べ
て
の
時
点
に
当
て
は
ま
る
。
人
間
に
と
っ
て
「
出

来
事
の
連
鎖
」
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
人
間
の
世
界
に
お
い
て
、
し

ば
し
ば
「
進
歩
」
と
い
う
肯
定
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
「
歴
史
」
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
じ
も
の
が
歴
史
の
天
使
に
と
っ
て
「
破

局
」
と
し
て
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
も
ま
た
「
歴
史
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
歴
史
と
は
、
神
学
的
な
視
点
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
人
間
が
自
ら
時

間
の
流
れ
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
と
ら
え
、
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い

る
歴
史
で
は
な
く
、「
歴
史
」
の
外
部
（
天
使
の
ま
な
ざ
し
）
か
ら
と
ら
え

ら
れ
て
い
る
総
体
と
し
て
の
、
そ
の
意
味
で
「
た
だ
一
つ
の
」
歴
史
で
あ

る
。
歴
史
の
た
だ
な
か
に
あ
る
人
間
の
ま
な
ざ
し
と
、
歴
史
の
時
間
性
と

は
異
質
な
秩
序
か
ら
「
歴
史
」
の
世
界
を
見
る
天
使
の
ま
な
ざ
し
が
完
全

に
異
な
る
次
元
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
自
ら
歴
史
の
な
か
に
身
を
お
く

人
間
の
読
者
は
、
こ
の
歴
史
の
世
界
の
な
か
で
瓦
礫
を
積
み
上
げ
よ
う
と

す
る
天
使
の
姿
を
、
往
々
に
し
て
人
間
の
歴
史
の
世
界
の
視
点
か
ら
見
て

し
ま
う
。

　
人
間
の
世
界
の
出
来
事
の
流
れ
と
し
て
の
歴
史
を
、
歴
史
の
外
部
か
ら

と
ら
え
よ
う
と
す
る
神
学
的
な
ま
な
ざ
し
は
、
一
九
一
四
年
（
つ
ま
り
、

の
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
対
し
て
ユ
ダ
ヤ
神
学
的
な
影
響
を
与
え
る
シ
ョ
ー
レ
ム

と
出
会
う
前
年
）
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
「
学
生
の
生
活
」
の
冒
頭
で
す

で
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
「
時
間
の
無
限
性
に
信

頼
を
置
く
」
歴
史
観
を
否
定
し
、「
完
全
性
と
い
う
内
在
的
状
態
を
純
粋

に
絶
対
的
な
状
態
へ
と
形
成
し
、
こ
の
状
態
を
現
在
に
お
い
て
可
視
的
で

支
配
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
歴
史
の
課
題
で
あ
る
」

5
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
む
し
ろ
初
期
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
考
も
強
く
現
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
実
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
思
考
と
融
合
し
て
ゆ
く
要
素
で

あ
る
。「
こ
の
状
態
は
、
メ
シ
ア
の
王
国
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

理
念
の
よ
う
に
、
形
而
上
学
的
構
造
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

6    

こ
の
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
現
れ
て
い
る
歴
史
認
識
、

神
学
的
枠
組
み
を
持
つ
思
考
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
や
歴
史
哲
学
テ
ー

ゼ
の
歴
史
概
念
に
至
る
ま
で
、
基
本
的
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
な
か
で
保
持
さ

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

7
。

　
た
だ
し
そ
れ
は
、
こ
の
人
間
の
歴
史
を
「
救
済
史
」
と
し
て
と
ら
え
る

神
学
的
思
考
と
共
通
す
る
ま
な
ざ
し
の
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
救
済
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
は
救
済
の
喜
び
や
期
待
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
暗
鬱
な
色
彩
を

と
も
な
っ
て
現
れ
る
。
一
九
二
〇
年
か
ら
二
一
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
は

8
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
最
も

明
確
に
帯
び
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
思
考
の
中
心
に
座
す
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」
と
「
歴
史
的
な
も
の
」、
あ

る
い
は
「
メ
シ
ア
の
国
」
と
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
と
い
う
二
つ
の

異
質
な
領
域
が
明
確
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
き
、「
歴
史
的
な
も
の
」
の
世
界
と
は
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」

の
支
配
す
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
く
ま
で
も
「
メ
シ
ア
的
な
も
の
」

の
視
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
歴
史
」
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
神
学
的
な
ま
な
ざ
し
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る

9
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
秩
序
に
お
い
て
、
人
間
の
世
界
の
う

ち
に
あ
る「
歴
史
的
な
も
の
」、そ
し
て「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」に
と
っ

て
最
も
大
切
な
「
幸
福
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か

が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
世
俗
的

な
も
の
の
秩
序
」
か
ら
見
る
と
き
、「
歴
史
的
な
も
の
」
の
な
か
で
追
い
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求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
幸
福
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
メ
シ
ア
の
国
」

の
ま
な
ざ
し
に
と
っ
て
、
人
間
の
歴
史
の
世
界
に
お
け
る
そ
の
同
じ
「
幸

福
」
は
、「
自
ら
の
没
落
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。「
な
ぜ
な
ら

ば
、
あ
ら
ゆ
る
地
上
的
な
も
の
が
幸
福
の
な
か
で
追
い
求
め
る
も
の
は
自

ら
の
没
落
な
の
だ
が
、
地
上
的
な
も
の
は
、
た
だ
幸
福
に
お
い
て
の
み
没

落
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」

10 

こ
の
言
葉

が
混
乱
を
招
く
の
は
、
こ
こ
で
は
人
間
の
価
値
と
メ
シ
ア
の
視
点
が
一
つ

の
文
の
中
で
混
在
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
人
間
の
視
点
、
つ
ま
り
「
世

俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
か
ら
す
れ
ば
、「
地
上
的
な
も
の
」
が
幸
福
の
中

で
没
落
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
「
地
上
的
な
も
の
」

の
営
み
を
と
ら
え
る
の
は
メ
シ
ア
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
「
メ
シ
ア
の
国
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、

彼
が
「
矢
印
の
方
向
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
人

間
の
こ
の
歴
史
の
世
界
の
秩
序
が
追
い
求
め
る
も
の
と
は
完
全
に
異
な

る
も
の
を
目
指
し
て
い
る
。「
あ
る
矢
印
の
方
向
が
、
世
俗
的
な
も
の
の

可デ

ュ

ナ

ミ

ス

能
態
が
力
を
及
ぼ
す
到
達
点
を
あ
ら
わ
し
、
も
う
一
つ
の
矢
印
の
方
向

が
メ
シ
ア
的
な
力
の
凝
集
す
る
方
向
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
自
由
な
人

類
の
幸
福
追
求
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
メ
シ
ア
的
な
力
の
方
向
か
ら
外
れ
て

進
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
あ
る
力
が
自
分
自
身
の
進
む
方
向
に
よ
っ
て
、

反
対
の
方
向
に
向
か
う
別
の
力
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
世
俗

的
な
も
の
の
秩
序
も
ま
た
、
メ
シ
ア
の
国
の
到
来
を
促
進
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」

11   「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」、
つ
ま
り
人
間
の
一
般
的
な
思
考

は
、
メ
シ
ア
に
よ
る
救
済
を
、
人
間
が
「
幸
福
」
だ
と
考
え
て
い
る
も
の

の
延
長
上
に
と
ら
え
て
い
る
（
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
、
現
世
の
価
値
と
神
の
国
の
価
値
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

と
は
別
の
話
で
あ
る
）。
わ
れ
わ
れ
は
お
そ
ら
く
、
あ
ま
り
に
も
「
歴
史
的

な
も
の
」
の
な
か
で
「
歴
史
的
な
も
の
」
を
見
る
こ
と
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、

そ
こ
で
の
「
幸
福
」
を
追
い
求
め
る
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
が
自
明

な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
を
単
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
い
わ
ば
無
害
化
し
よ

う
と
す
る
た
め
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
る
意
味
で
の
メ
シ
ア
的
な
も
の
の

ま
な
ざ
し
に
よ
る
「
歴
史
」
の
像
を
な
か
な
か
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　
歴
史
の
天
使
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
九
が
描
き
出
し

て
い
る
の
も
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
異
質
な
秩
序
で
あ
る
。
幸
福
を
追
い
求

め
て
突
き
進
む
「
進
歩
」
は
、「
メ
シ
ア
の
国
」
に
あ
る
天
使
の
視
点
か

ら
す
れ
ば
、
瓦
礫
を
積
み
上
げ
る
行
為
、「
破
局
」
で
し
か
な
い
。
そ
し

て
ま
た
反
対
に
、メ
シ
ア
に
よ
る
「
救
済
」
も
、「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」

に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
「
幸
福
」
の
反
対
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
の
末
尾
近
く
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
自
然
」
が
滅
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
か

ら
。

３
　

メ
シ
ア
的
時
間
と
歴
史
的
時
間

　
そ
れ
で
は
そ
の
「
救
済
」
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
現
れ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
メ
シ
ア
的
時
間
」
は
わ
れ

わ
れ
の
世
界
の
「
歴
史
的
時
間
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
す
で
に
青
年
期
か
ら
神
学
に
依
拠
す
る
思
考
の
枠
組

み
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
に

い
た
る
ま
で
そ
れ
を
完
全
に
保
持
し
て
い
る

12
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
学
的
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思
考
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
後
半
以
降
マ
ル
ク
ス
主
義
に
深
く
取
り
組
ん

で
ゆ
く
際
に
、
史
的
唯
物
論
の
枠
組
み
と
融
合
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
し

ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
神
学
的
思
考
の
「
世
俗
化
」
し
た
か
た
ち
で

あ
る
と
と
も
に

13
、
史
的
唯
物
論
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
に
身
を
隠
す
た
め

に
「
反
転
し
た
」
姿
、
あ
る
い
は
「
歪
め
ら
れ
た
」
思
考
像
と
い
う
姿
を

と
る
こ
と
に
な
る

14
。
一
九
三
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ

ス
」
は
、
そ
う
い
っ
た
融
合
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の

三
部
構
成
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
唯
物
論
の
図
式
が
神
学
的
思

考
と
か
な
り
の
程
度
明
示
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
、
そ
の
意
味
で
例
外
的

で
も
あ
る
が
、
一
つ
の
分
水
嶺
と
い
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
融
合
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
一
つ
の
大
き
な

理
由
は
、
例
え
ば
す
で
に
最
初
期
の
「
学
生
の
生
活
」
の
冒
頭
で
も
見
て

取
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
神
学
的
思
考
を
き
わ
め
て
構
造
的
な
仕
方
で
と
ら

え
て
い
た
こ
と
に
ま
ず
求
め
る
こ
と
が
で
き
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
に
お
い
て
神
学
的
特
質
が
史
的
唯
物
論
と
融
合
し
て
以
降
、

そ
の
弁
証
法
的
展
開
が
歴
史
の
な
か
で
た
ど
る
時
間
性
の
た
め
に
、「
救

済
」
が
時
間
軸
の
な
か
で
進
行
し
て
い
く
と
い
う
外
観
が
ほ
ぼ
必
然
的
に

生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
と
取
り
組
む
以
前
の
「
秘
教
的
」
傾
向
を
強
く
示
し
て

い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
初
期
の
言
語
論
や
翻
訳
論
の
な

か
で
彼
が
言
語
の
堕
罪
と
救
済
を
示
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
モ
デ
ル
は

あ
る
程
度
、
時
間
的
契
機
を
含
む
展
開
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
し
か
し
、
救
済
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
う
ち
に
あ
る
）

言
語
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
「
神
の
言
葉
」
や
「
純
粋
言
語
」
は
、
あ
る

現
実
的
な
到
達
点
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
つ
の
理
念
的
な
思
考
モ
デ

ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
史
的
唯
物
論
の
展
開
の
構
図

で
は
、
き
わ
め
て
単
純
に
図
式
化
す
る
な
ら
ば
、「
救
済
」
の
段
階
は
あ

る
特
定
の
現
実
の
形
態
を
と
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
無
階
級
社
会
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
技
術
的

複
製
可
能
性
」
が
達
成
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
映
画
」
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
理
想
的
に
は
「
引
用
」
が
言
葉
の
救
済
の
場
と
な
る
は

ず
の
「
新
聞
」
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
構
図
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
神
学
的

思
考
を
潜
ま
せ
つ
つ
弁
証
法
的
唯
物
論
を
展
開
し
て
き
た
枠
組
み
そ
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
時
系
列
的
な
展
開
を
と

も
な
う
こ
れ
ら
の
具
体
的
形
態
を
救
済
の
到
達
点
に
据
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
論
に
と
っ
て
の
ア
ポ
リ
ア
と
も
な
る
。
シ
ョ
ー

レ
ム
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
す
で
に
一
九
一
七
年
の
時
点

で
「
メ
シ
ア
の
国
は
つ
ね
に
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い

る
15

。
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
神
学
に
と
っ

て
最
も
根
本
的
な
こ
の
問
題
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
身
を
隠
し
た
神
学
の
な

か
で
つ
ね
に
保
た
れ
続
け
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て

「
救
済
」
と
呼
ば
れ
る
メ
シ
ア
的
時
間
が
、
こ
の
歴
史
の
時
間
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
モ
ー
ゼ
ス
は
次
の
よ
う
に
端

的
に
要
約
し
て
い
る
。「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
〈
救
済
〉
と
い
う
名
で
呼
ん
で

い
る
の
は
、
歴
史
的
時
間
性
の
こ
の
断
絶
で
あ
り
、
予
見
不
能
な
も
の
の

こ
の
湧
出
で
あ
る
。
と
は
い
え
、〈
救
済
〉
は
時
間
の
終
末
の
ど
こ
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
時
間
の
各
瞬
間
、
そ
れ
も
絶

対
に
特
異
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
各
瞬
間
が
世
界
の
新
た
な
状
態

を
現
出
さ
せ
る
限
り
、〈
救
済
〉
は
ど
の
瞬
間
に
も
到
来
す
る
（
も
し
く

は
到
来
し
う
る
）。」

16 
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４
　

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
『
残
り
の
時
』

　
メ
シ
ア
的
時
間
に
つ
い
て
の
こ
の
縮
約
さ
れ
た
表
現
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン

が
『
残
り
の
時
』
の
な
か
で
描
き
出
し
て
い
る
メ
シ
ア
的
時
間
の
構
造

を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
き
、
さ
ら
に
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が

る 

17
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
こ
の
著
作
（
講
義
録
）
の
な
か
で
、パ
ウ
ロ
書
簡
（
お

も
に
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」）
に
お
け
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
、
そ

の
最
後
に
い
わ
ば
補
論
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学

テ
ー
ゼ
が
パ
ウ
ロ
書
簡
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
メ
シ
ア
的
時
間
の
構
造
に
つ

い
て
述
べ
る
と
き
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
徹
頭
徹
尾
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア

ニ
ズ
ム
的
な
時
間
概
念
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ

の
よ
う
に
読
む
と
す
れ
ば
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ほ
ぼ
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
次

の
言
葉
は
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
も
当
て
は

ま
る
。「
時
間
の
収
縮
、〈
残
っ
て
い
る
も
の
〉（『
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
一
』

七
章
二
十
九
節

―
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
り
は
、
…
」）
は
、
パ
ウ

ロ
に
と
っ
て
は
、
す
ぐ
れ
て
メ
シ
ア
的
な
状
況
で
あ
り
、
唯
一
の
現
実
的

な
時
間
な
の
で
あ
る
、
と
。」

18

　
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
に
お
け
る
「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー 

( olām
 hazzeh)

」（
創
造
か
ら
終
末
ま
で
の
世
界
の
持
続
期
間
）
と
「
オ
ラ
ー

ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olām

 habbā)

」（
来
た
る
べ
き
世
界
、
こ
の
世
の
終
わ
り
に

続
く
無
時
間
的
な
永
遠
性
）
と
い
う
二
つ
の
時
間
・
世
界( olam

im
)

の
区
別

が
、
パ
ウ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
「
こ
の
ア
イ
オ
ー
ン
、
こ
の
コ
ス
モ

ス
」
と
「
来
た
る
べ
き
ア
イ
オ
ー
ン
」
と
い
う
二
つ
の
ア
イ
オ
ー
ン
（
時

間
・
時
代
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
し
か
し
、
パ

ウ
ロ
に
と
っ
て
メ
シ
ア
が
こ
の
世
界
の
う
ち
に
現
れ
る
時
間
は
、
こ
の
二

つ
の
時
間
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
い
わ
ば
「
残
り
の
時
」
で
あ
る

19
。

イ
エ
ス
を
メ
シ
ア
と
み
な
す
ユ
ダ
ヤ
人
お
よ
び
異
邦
人
（
つ
ま
り
「
キ
リ

ス
ト
教
徒
」）
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
復
活
と
い
う
「
メ
シ
ア
的
出
来
事
」

の
あ
と
の
時
間
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再

パ
ル
ー
シ
ア

臨
お
よ
び
最
後
の
審
判
ま
で
の
あ
い

だ
の
い
わ
ば
過
渡
的
な
時
間
で
あ
る
。
こ
の
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世

界
の
時
間
（
ク
ロ
ノ
ス
、
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
）
の
な
か
で
動
い
て
い
る
も

の
だ
が
、
パ
ウ
ロ
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
メ
シ
ア
の
時
間
」
が
生
ま
れ
る
特

別
な
時
間
と
な
る
。「
こ
こ
で
、
時
間
は
収
縮
し
、
終
わ
り
始
め
る
。
が
、

こ
の
収
縮
し
た
時
間

―
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
ロ
は
「
今
の
時
」( ho 

nyn kairos)

と
い
う
表
現
で
も
っ
て
言
及
す
る

―
は
パ
ル
ー
シ
ア
、
す

な
わ
ち
メ
シ
ア
の
ま
っ
た
き
臨
在
に
至
る
ま
で
持
続
す
る
。」

20 

　
し
か
し
、
こ
の
時
間
概
念
の
説
明
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
と
っ
て
は
思
考

過
程
の
な
か
で
の
暫
定
的
な
モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
終
末

論
的
時
間
」
と
「
メ
シ
ア
的
時
間
」
が
混
同
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
い
っ
て
も

よ
い
。
こ
れ
は
、
初
期
の
段
階
の
パ
ウ
ロ
の
思
考
も
含
め
、
原
始
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
し
ば
し
ば
思
い
描
か
れ
て
い
た
考
え
方
で
も
あ
る
。
し
か

し
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
最
終
的
に
、
同
じ
よ
う
に
「
世
俗
的
」
で
ク
ロ
ノ
ロ

ジ
カ
ル
な
時
間
の
う
ち
に
あ
り
、
か
つ
「
時
間
の
収
縮
」
と
い
う
特
質
を

も
つ
、
別
の
メ
シ
ア
的
時
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は

「
臨
在
」
と
い
う
パ
ル
ー
シ
ア
の
本
来
の
意
味
（para-ousia 

傍
に
在
る
こ
と
）

に
立
ち
返
り
つ
つ
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
流
れ
の
う
え
に
あ
る
の

で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
内
側
か
ら
完
成
に
も
た
ら
す
異
質
な
時
間
の
秩
序

と
し
て
の
「
今
の
時
」
を
パ
ウ
ロ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
う
ち
に
読
み
取
る
。

つ
ま
り
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
延
長
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
の

彼
方
に
メ
シ
ア
的
出
来
事
の
完
成
を
見
る
の
で
は
な
く
、
現
在
の
こ
の
ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
時
間
の
ど
の
瞬
間
の
う
ち
に
も
メ
シ
ア
的
時
間
が
現
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れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
見
る
。「
メ
シ
ア
は
す
で
に
到
来
し
て
い
る
。
メ

シ
ア
的
出
来
事
は
す
で
に
成
就
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
臨
在
は
そ

の
内
側
に
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
を
含
ん
で
い
て
、
パ
ル
ー
シ
ア
を
遅
延
さ

せ
る
た
め
に
で
は
な
く
、
逆
に
パ
ル
ー
シ
ア
を
把
捉
で
き
る
も
の
に
す
る

た
め
に
、
パ
ル
ー
シ
ア
を
引
き
延
ば
す
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
は
〝
メ
シ
ア
の
入
っ
て
く
る

小
さ
な
扉
〟
で
あ
り
う
る
の
だ
。」

21  

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言
葉
は
、
パ
ウ
ロ

の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
的
時
間

を
こ
こ
で
完
全
に
二
重
写
し
に
し
て
い
る
。

　
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
に
お
い
て
区
別
す
る
三
つ
の

時
間
の
関
係
は
、
さ
ら
に
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
ま
と
め
て
い
る
「
革
命
的
」

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
潮

流
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
概
念
と
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
革
命
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
メ
シ
ア
は
こ
の
世
界
の
時
間

の
終
わ
り
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
世
界
は
没
落
し
、
最
後
の
審
判
が
行

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
に
お
い
て
は
、「
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ( atid 

la-vo)

」（
到
来
す
る
未
来
ử
メ
シ
ア
的
時
間
）と「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olam

 
ha-ba)

」（
未
来
の
世
界
・
新
た
な
創
造
）
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

未
来
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
世
界

の
時
間
的
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
、
自
然
の
変
容
は
あ

く
ま
で
も
内
的
な
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
没
落
が
起
こ
る
こ
と
も
な
い
。

そ
こ
で
は
、
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ( atid la-vo)

」（
到
来
す
る
未
来
ử
メ
シ
ア

的
時
間
）
と
「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー( olam

 ha-ba)

」（
未
来
の
世
界
・
新

た
な
創
造
）
は
別
の
時
間
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
に
お
い
て
は
、
世
界
の
終
末
は
「
今
日
」
で
あ
り
、
メ

シ
ア
の
未
来
は
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
世
界
と
は
異
質
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る

22
。

　「
革
命
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
（
黙
示
録
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
）
に
は
、
現
在

の
世
界
（
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
）
と
、
現
在
の
世
界
が
更
新
さ
れ
、
新
た

に
生
ま
れ
る
世
界
（
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ッ
バ
ー
と
ア
テ
ィ
ド
・
ラ
ヴ
ォ
が
区
別

さ
れ
て
い
な
い
状
態
）
の
二
つ
の
時
間
概
念
し
か
な
い
。
こ
の
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
は
、
メ
シ
ア
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
未
来
も
い
わ
ば
現
世
的
な
も
の

と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
シ

ア
ニ
ズ
ム
と
根
本
的
に
異
な
る
。
し
か
し
、「
オ
ラ
ー
ム
・
ハ
ゼ
ー
」
に

対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
メ
シ
ア
的
時
間
を
特
別
に
想
定
し
な
い
と
い

う
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
メ
シ
ア
的
時
間
と
終
末
論
的
時
間
（
イ

エ
ス
の
復
活
と
い
う
メ
シ
ア
的
出
来
事
と
イ
エ
ス
の
再
臨
・
最
後
の
審
判
と
い

う
終
末
と
の
あ
い
だ
の
過
渡
的
時
間
）
を
区
別
し
な
い
立
場
と
時
間
論
に
つ

い
て
は
似
た
立
場
に
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
提
示
す
る
最
初
の
時
間
構
造

の
モ
デ
ル
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、「
変
容
的
」
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
シ
ョ
ー
レ
ム
が
呼
ん

で
い
る
も
の
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
最
終
的
に
示
す
メ
シ
ア
的
時
間
の
イ

メ
ー
ジ
と
ま
さ
に
一
致
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
シ
ョ
ー
レ
ム
か
ら
受
け
た

ユ
ダ
ヤ
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
影
響
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

23
。

　『
残
り
の
時
』
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
い
ま
こ
の
と
き
」( Jetztzeit)

と

い
う
概
念
が
、言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
も
対
応
す
る
パ
ウ
ロ
の
「
今
の
時
」

( ho nyn kairós)

に
由
来
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
刺
激
的
な
テ
ー
ゼ
を
掲
げ

て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
パ
ウ
ロ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ

ズ
ム
を
重
ね
合
わ
せ
て
ゆ
く
手
つ
き
を
た
ど
る
と
き
、「
メ
シ
ア
的
時
間

を
表
す
た
め
の
専
門
用
語
」
と
し
て
「
今
の
時
」( ho nyn kairós)

と
い
う
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言
葉
を
パ
ウ
ロ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ

ア
は
、
む
し
ろ
逆
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
思
考
か
ら
着
想
を

得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る

24
。

５
　「

救
済
」
に
お
け
る
時
間
概
念
の
二
重
性

　
さ
て
、
も
う
一
度
先
の
問
い
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
が
、「
救
済
」

と
呼
ば
れ
る
メ
シ
ア
的
時
間
が
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
歴
史
的
時
間
性
の
ど

の
瞬
間
に
も
到
来
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
思
い
描
い
て

い
る
と
す
れ
ば
、
本
来
こ
の
世
界
の
時
間
・
空
間
の
秩
序
と
は
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
メ
シ
ア
的
時
間
は
、
歴
史
的
時
間
の
な
か
で
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
現
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
一

方
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
メ
シ
ア
的
救
済
の
場
で
あ
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
形
象
」
と
、
他
方
で
「
救
済
」
を
目
指
し
な
が
ら
も
歴
史
的
時
間
性
の

な
か
で
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
史
的
唯
物
論
と
が
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
こ
と
を
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
を
書
い
て

い
る
時
点
で
も
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
覚
書
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
一
連
の
階
級
闘
争
に
よ
っ
て
人
類

は
、
歴
史
的
発
展
の
経
過
の
な
か
で
、
無
階
級
社
会
に
到
達
す
る
。
ử
し

か
し
無
階
級
社
会
は
、
あ
る
歴
史
的
発
展
の
終
着
点
と
し
て
構
想
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
ử
こ
の
誤
っ
た
構
想
か
ら
、
と
り
わ
け
亜エ

ピ

ゴ

ー

ネ

ン

流
の
も
の
た
ち

に
お
い
て
、〈
革
命
的
な
状
況
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
て
き
た
の
だ
。

周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
い
ま
ま
さ
に
や
っ
て
来
る
と
い
う

こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
だ
が
。
ử
無
階
級
社
会
の
概
念
に
は
、
真
正

な
メ
シ
ア
の
相
貌
が
再
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
自
身
の
革
命
的
政
治
と
い
う
関
心
の
も
と
に
。」

25  

史
的
唯
物
論

の
構
図
に
し
た
が
っ
て
到
達
点
に
達
し
た
と
き
に
救
済
さ
れ
た
状
態
と

な
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
い
方
に
し
た
が

え
ば
「
亜
流
の
も
の
た
ち
」
の
考
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
、

そ
れ
は
「
史
的
唯
物
論
」
を
拠
り
所
と
し
て
現
実
の
政
治
活
動
を
進
め
る

人
た
ち
の
（
神
学
的
要
素
は
も
ち
ろ
ん
除
外
し
て
）
大
半
の
見
解
に
相
当
す

る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
史
的
唯
物
論
」
こ
そ
き
わ
め

て
異
端
な
の
だ
が
。
無
階
級
社
会
は
「
終
着
点
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
概
念
に
は
メ
シ
ア
の
特
質
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
メ
シ

ア
的
な
も
の
が
現
実
の
こ
の
世
界
の
特
定
の
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
た
だ
し
、
そ
れ
が
現
実
の
世
界
の
な
か
で
到
達

さ
れ
た
と
き
に
メ
シ
ア
的
な
も
の
が
現
れ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
一
方
で
、
史
的
唯
物
論
の
到
達

点
と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
思
い
描
く
も
の
へ
と
、つ
ま
り
「
無
階
級
社
会
」

や
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
政
治
的
・
美
的
手
段
と
な
る
べ
き
「
映
画
」

や
「
新
聞
」
の
理
想
的
な
姿
へ
と
到
達
す
る
構
図
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
救
済
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
二
重
構
造
の
う

ち
に
あ
る
。
メ
シ
ア
的
な
も
の
が
こ
の
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
姿
を
表
す

と
き
、
そ
れ
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
」
と
な
っ
て
現
れ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ

の
よ
う
に
世
界
を
と
ら
え
る
「
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
救

済
の
可
能
性
を
胚
胎
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
、
時
間
が
そ
こ
で
空
間
性
へ

と
凝
固
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
が
静
止
状
態
に
あ
る
形
象
・
像
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
本
来
な
ら
ば
時

間
的
契
機
を
も
つ
は
ず
の
弁
証
法
的
な
両
極
が
静
止
状
態
と
な
っ
て
空
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———　寄稿　———

間
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た「
静
止
状
態
に
あ
る
弁
証
法
」

に
よ
る
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
」
は
、
歴
史
の
時
間
性
の
う
ち
に
あ
た
り

ま
え
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
時
間
の
停
止
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
思
い
描
か
れ
る
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
異
質
な
時
間
秩
序
を
自
ら

の
う
ち
に
含
み
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は「
門
」や「
パ

サ
ー
ジ
ュ
」、
あ
る
い
は
『
一
方
通
行
路
』
の
な
か
で
小
標
題
と
し
て
掲

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ご
く
あ
り
き
た
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
形
象

で
も
あ
り
、
映
画
の
な
か
の
「
フ
ァ
ー
ス
ト
モ
ー
シ
ョ
ン
」
や
「
ス
ロ
ー

モ
ー
シ
ョ
ン
」、
ブ
レ
ヒ
ト
の
演
劇
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
中
断
」
の

か
た
ち
、
新
聞
に
お
け
る
「
引
用
」
で
も
あ
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ら
の
救
済
の
可
能
性
を
胚
胎
し
た
形
象
た
ち
は
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
神
学
的
思
考
が
史
的
唯
物
論
へ
と
組
み
込

ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
史
的
唯
物
論
の
も
つ
歴
史
的
時
間
の
な
か
で

の
展
開
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
確
か
に
そ
の
展
開
の
終
着
点
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を

目
指
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
歴
史
的
時
間
は
そ
の
終
着
点
を
目
指

し
て
進
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、「
映
画
」
を
は

じ
め
と
す
る
技
術
的
な
も
の
の
領
域
で
は
、
時
間
の
停
止
の
イ
メ
ー
ジ
に

か
か
わ
る
形
象
・
像
は
、
新
た
に
到
達
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
生
み
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
時
間
の
う
ち
に
あ
る
史
的
唯

物
論
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
救
済
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
メ
シ
ア
的
時
間
を

潜
在
的
に
含
み
も
つ
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
と
も
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
展
開
の
終
着

点
に
到
達
し
た
と
き
に
、
あ
る
い
は
到
達
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て

「
救
済
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
史
的
唯
物

論
に
お
け
る
到
達
点
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
と
ら
わ

れ
た
ま
ま
の
世
界
な
の
だ
か
ら
。

　
　
　

註

* 

本
稿
は
、
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
B
）「
西
欧
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
芸
術
に
お
け
る
知
覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
表
象
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
総
合
的
研

究
」（
研
究
代
表
者
：
山
口
裕
之
、
二
〇
一
四
─
二
〇
一
六
年
度
）
の
助
成
を
受

け
た
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

1
　「
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
」
と
い
う
二
項
対
立
が
し
ば
し
ば
明
示
的
に
掲
げ
ら

れ
て
い
た
一
九
八
〇
年
代
頃
ま
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
に
お
い
て
は
、
弁
証
法
的
唯
物

論
と
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
、
こ
こ
で
掲
げ
る
前
提
自
体
が
矛
盾
に

満
ち
た
も
の
と
見
え
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
例
え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
ヴ
ァ

イ
ト
ナ
ー
が
「
宗
教
的
転
換( religious turn)

」
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
の
位
置
を

再
確
認
す
る
立
場
と
視
点
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
。C

f. D
aniel W

eidner, Think-

ing beyond Sucularization: W
alter B

enjam
in, the “R

eligious Turn”, and the Poet-

ics of Theory. In: N
ew

 G
erm

an G
ritique 111, Vol. 37, N

o. 3, Fall 2010, pp. 131-

148; D
. W

eidner, Einleitung: W
alter B

enjam
in, die R

eligion und die G
egenw

art. In: 

Profanes L
eben. W

alter B
enjam

ins D
ialektik der Säkularisierung. H

rsg. v. D
aniel 

W
eidner. Frankfurt/M

.: Suhrkam
p, 2010, pp. 7-35. 

ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ー
は「
宗
教
的
転
換
」

が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
研
究
に
も
た
ら
し
た
成
果
の
一
つ
と
し
て
、B

ernd W
itte u. M

auro 

Ponzi (H
rsg.), T

heologie und Politik. W
alter B

enjam
in und ein Paradigm

a der M
o-

derne, B
erlin 2005. 

を
あ
げ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
ヴ
ァ
イ
ト
ナ
ー
自
身
の
編
纂
す
る

Profanes L
eben

自
体
が
そ
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、ヴ
ァ

イ
ト
ナ
ー
の
最
も
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
「
世
俗
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
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彼
が
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
所
属
し
て
い
る
「
ベ
ル
リ
ン
文
学
・
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー Zentrum

 für Literatur- und K
ulturforschung B

erlin (ZfL)

」
で
は
、
そ
の
所

長
の
ジ
ー
ク
リ
ト
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
と
と
も
に
、
宗
教
と
そ
の
世
俗
化
を
め
ぐ
る
研
究
テ
ー

マ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
次
々
と
展
開
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
秋
に
は
こ
こ
で
国
際

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
協
会
の
学
会
が
開
催
さ
れ
、Profanes L

eben

は
そ
の
成
果

に
も
と
づ
く
論
文
集
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
こ
のProfanes L

eben

と
い
う
論
文
集
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
神
学
と
い
う
主
題
の
受
容
史
に
と
っ
て
特

別
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
え
る
。

2
　
山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
人
文
書
院
、二
〇
〇
三
年
参
照
。

3
　
そ
れ
ら
が
集
約
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
論
集
がPeter B

ulthaup (H
rsg.), M

a-

terialien zu W
alter B

enjam
ins T

hesen
 ʻ Ü

ber den B
egriff der G

eschichteʼ  - B
eiträge 

und Interpretationen. Frankfurt/M
.: Suhrkam

p 1975. 

で
あ
る
。
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の

受
容
史
に
つ
い
て
は
、cf.: A

ndreas Pangritz, Theologie, in: B
enjam

ins B
egriffe 2, 

pp. 817-821.

4
　W

alter B
enjam

in, G
esam

m
elte Schriften. B

and I, S. 697-698. H
rsg. von R

olf 

Tiedem
ann und H

erm
ann Schw

eppenhäuser, Frankfurt/M
.: Suhrkam

p, 1991. 

以
下
、

こ
の
全
集
はG

S

の
略
号
と
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
の
あ
と
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
っ

て
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
山
口
裕
之
編
訳
、
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
七
―
三
六
八
頁
。）

5
　G

SII, 75.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
』
浅
井
健
二
郎
編
訳
、ち
く
ま
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
、
六
七
頁
。）

6
　G

SII, 75.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
５
』、
六
八
頁
。）

7
　C

f.: Stéphane M
osès, D

er E
ngel der G

eschichte. Franz R
osenzw

eig, W
alter 

B
enjam

in, G
ershom

 Scholem
. Frankfurt/M

.: Jüdischer Verlag, 1994, p. 87-89. 

（
ス

テ
フ
ァ
ヌ
・
モ
ー
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
』
九
八
―
一
〇
〇
頁
）、
ま
た
、
三
島
憲
一
『
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
』
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
一
二
―
一
三
頁
参
照
。

8
　
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
等
は
一
九
三
〇
年
代
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
現
在
多
く
の
研
究
者
は
一
九
二
〇
頃
と
す
る
見
方
が
大

勢
を
占
め
て
い
る
。C

f. B
urkhardt Lindner (H

rsg.), B
enjam

in-H
andbuch. L

eben – 

W
erk – W

irkung. Stuttgar: M
etzler, 2011, p. 175. (W

erner H
am

acher, “D
as Theolo-

gisch-politisches Fragm
ent”)

9
　Elke D

ubbels

は
「
神
学
的
・
政
治
的
断
章
」
を
分
析
す
る
論
文
の
な
か
で
、
こ

の
二
つ
の
「
秩
序
」
と
と
も
に
「
自
然
」
の
秩
序
も
加
え
て
、
三
つ
の
秩
序
を
区
別
し

て
い
る
。D

ubbels

は
こ
の
断
章
の
末
尾
近
く
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、「
過
ぎ
去
っ
て
ゆ

く
こ
と
ử
は
か
な
さ(Vergängnis)

」
の
う
ち
に
あ
る
「
メ
シ
ア
的
自
然
」
を
、
人
間

の
「
世
俗
的
な
も
の
の
秩
序
」
や
メ
シ
ア
的
で
は
な
い
自
然
と
は
別
の
も
の
と
し
て
想

定
し
て
い
る
。
確
か
に
「
自
然
」
は
「
歴
史
」
と
対
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
人
間
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
と
く
に
「
歴
史
的
な
も
の
」
の
関
わ
る
領
域
と
区
別
さ
れ
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。Elke D

ubbels: Zur Logik der 

Figuren des M
issianishcen in W

alter B
enjam

in. In: Profanes L
eben, S. 39-65, bes. S. 

42-43.

10
　G

SII, 203. （『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
八
四
頁
。）

11
　G

SII, 203-204. （『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
八
四
頁
。）

12
　
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
・
モ
ー
ゼ
ス
は
、
一
九
一
四
年
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
二
二
歳
）
の
「
学

生
の
生
活
」
に
お
け
る
神
学
的
歴
史
概
念
の
枠
組
み
が
一
九
四
〇
の
「
歴
史
のʻ

概
念

に
つ
い
て
」
と
も
対
応
す
る
こ
と
を
述
べ
る
文
脈
で
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
こ
れ
ら

の
主
題
は
す
べ
て
、
き
わ
め
て
性
格
な
意
味
で
、
二
五
年
後
に
最
後
の
著
述
の
中
心
に

再
び
見
出
さ
れ
る
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
間
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
彼
を
神
学
的

直
観
に
培
わ
れ
た
思
考
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
着
想
を
得
た
世
界
観
へ
と
彼
を
導

く
広
汎
な
哲
学
的
軌
道
を
踏
破
す
る
こ
と
に
な
る
。」
モ
ー
ゼ
ス
は
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
思
考
全
体
の
う
ち
に
「
神
学
」「
政
治
」「
美
学
」
の
三
つ
の
基
本
的
範
刑
を
見
て
取
っ
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て
い
る
が
、「
通
時
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
神
学
的
範
型
が
最
も
安
定
し
て
い
た
」
と

指
摘
す
る
。（
モ
ー
ゼ
ス
『
歴
史
の
天
使
』、
一
〇
〇
、一
〇
三
頁
）
ま
た
、
こ
う
い
っ

た
モ
ー
ゼ
ス
の
見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
、A

ndreas Pangritz

も
同
じ
立
場
を
表
明
し
て

い
る
。「〈
神
学
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら

れ
た
彼
の
思
考
モ
デ
ル
も
ま
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
展
開
全
体
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い

た
。」( A

ndreas Pangritz, Theologie, in: B
enjam

ins-B
egriffe 2, p. 804.) 

そ
れ
に
対

し
て
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
代
に
史
的
唯
物
論
か
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
か
と
い
う
二
者
択
一

的
論
議
が
展
開
さ
れ
た
と
き
に
は
、
最
も
極
端
な
立
場
と
し
て
は
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の

論
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
的
唯
物
論
を
受
容
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
初
期
の
秘
教

的
傾
向
と
断
絶
し
た
と
主
張
さ
れ
た
。C

f.: Jürgen H
aberm

as, B
ew

ußtm
achende oder 

rettende K
ritik – die A

ktualität W
alter B

enjam
ins, in: Siegfried U

nseld (H
rsg.), Z

ur 

A
ktualität W

alter B
enjam

ins. Frankfurt/M
.: Suhrkam

p 1972, p. 175.

（
ハ
ー
バ
マ
ー

ス
「
意
識
化
さ
せ
る
批
評
か
、
救
出
す
る
批
評
か
」、
高
村
富
士
彦
監
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
肖
像
』、
一
二
二
頁
。）

13
　
そ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
言
葉
の
う
ち
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。「
マ

ル
ク
ス
は
無
階
級
社
会
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
時
間
の
イ

メ
ー
ジ
を
世
俗
化
し
た
。」( G

SI, 1231. 

『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
７
』
五
七
九

頁) C
f. H

erm
ann Schw

eppenhäuser, Praesentia praeteritorum
. Zu B

enjam
ins G

e-

schichtsbegriff. In: M
aterialien zu W

alter B
enjam

ins T
hesen ʻ Ü

ber den B
egriff der 

G
eschichteʼ , pp. 15-16.

14
　C

f.: N
orbert B

olz, W
illem

 van R
eijen, W

alter B
enjam

in. Frankfurt / N
ew

 York: 

C
am

pus Verlag, 1991, pp. 31-40

（
ボ
ル
ツ
／
レ
イ
イ
ェ
ン
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
現
在
』

二
五
―
三
七
頁
）; Sigrid W

eigel, E
ntstellte Ä

hnlichkeit. W
alter B

enjam
ins theoreti-

sche Schriftw
eise. Frankfurt/M

.: Fischer, 1997, pp. 52-79.

15
　G

ershom
 Scholem

, Tagebücher 1917-1923. Frankfurt a. M
.: Jüdischer Verlag 

2000, p. 70.

16
　
モ
ー
ゼ
ス
、『
歴
史
の
天
使
』
一
五
九
頁
。（
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
語
版
に
は
こ
の

引
用
箇
所
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。）

17
　
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
と
き 

パ
ウ
ロ
講
義
』
上
村
忠
男
訳
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。(G

iorgio A
gam

ben, Il tem
po che resta. U

n C
om

m
ento alla 

L
ettera ai R

om
ani. Torino: B

ollati B
oringhieri, 2000; D

ie Z
eit, die bleibt. Ein K

om
-

m
entar zum

 R
öm

erbrief. A
us dem

 Italienischen von D
avide G

iuriato. Frankfurt/M
.: 

Suhrkam
p, 2006.) 

こ
の
な
か
の
メ
シ
ア
的
時
間
に
つ
い
て
扱
っ
た
四
日
目
の
講
義
「
ア

ポ
ス
ト
ロ
ス
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
は
、
次
の
論
文
と
し
て
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。G

iorio 

A
gam

ben, D
ie Struktur der m

essianischen Zeit. In: N
ikolaus M

üller-Schöll, Saskia 

R
either (H

rsg.), A
isthesis. Z

ur E
rfahrung von Z

eit, R
aum

, Text und K
unst. Edition 

A
rgus, 2005, pp. 172-182.

18
　
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
九
頁
。( A

gam
ben, Il Tem

po che resta, p. 13; D
ie 

Z
eit, die bleibt, p. 16.)

19
　「
残
り
の
時
」
と
い
う
言
葉
は
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
お
け
る
「
残
り
の
者(λεῖμμα)

」

(

ロ
ー
マ11: 5) 

と
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
」( 1

コ
リ
ン
ト7-29) 

を
拡
張
し
て
ア
ガ

ン
ベ
ン
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、「
時
は
縮
ま
っ
て
い

ま
す(Il tem

po si è contratto)

」
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
ク
ス
ト
を
戦
略

的
に
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
も
の
と
考
え
ら
え
る
。

20
　
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
一
〇
四
頁
。

21
　
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時
』
一
一
五
頁
。

22
　G

erschom
 Scholem

, Tagebücher 2. B
and 1917-1923, p. 380. 

23
　C

f.: Elke D
ubbels, Zur Logik der Figuren des M

essianischen in W
alter B

en-

jam
ins “Theologisch-politischem

 Fragm
ent”, in: Profanes L

eben, 48-49.

24
　
そ
の
よ
う
に
思
え
る
も
う
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
ク
ロ
ノ
ロ
ジ

カ
ル
な
時
間
の
な
か
に
到
来
し
う
る
「
今
の
時
」
へ
と
向
か
う
「
時
間
の
収
縮
」
を
、

き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
し
て
強
調
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
時
間
の
収
縮
」
は
、
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
フ
ァ
ー
ス
ト
モ
ー
シ
ョ
ン
」(Zeitraffer)

の
う
ち
に
時
間
の
停
止
の

イ
メ
ー
ジ
を
見
て
取
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
根
本
的
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お

け
る
「
形
象
・
像
」(B

ild)

が
時
間
性
の
空
間
化
と
い
う
思
考
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
と
響
き
合
う
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
「
時
間
の
収
縮
」
と
い
う
特

質
を
、
コ
リ
ン
ト
書
一
の
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
。
残
り
は
、
…
」
と
い
う
言
葉
か

ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
をIl tem

po si è contratto

（
時
は

縮
ま
っ
て
い
ま
す
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
イ
タ
リ
ア
語

翻
訳
の
聖
書
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
（
少
な
く
と
も
現
代
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

カ
ト
リ
ッ
ク
の
翻
訳
で
は
な
い
）、
ギ
リ
シ
ア
語
のho kairós synestalm

énos estín

を

意
図
的
に
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
自
身
が
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「systéllō

は
、
帆
を
巻
く
行
為
を
も
、
動
物
が

跳
躍
前
に
体
を
緊
張
さ
せ
る
行
為
を
も
指
す
」（
一
一
頁
）
と
わ
ざ
わ
ざ
注
釈
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
箇
所
は
日
本
語
の
新
共
同
訳
で
は
「
定
め
ら
れ
た
時
は
迫
っ
て
い
ま

す
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
訳
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
等
の

翻
訳
で
は
こ
の
箇
所
は
単
純
に
「
時
は
短
い
」
と
い
う
意
味
の
み
で
あ
り
、そ
こ
に
「
縮

ま
る
」
と
い
う
意
味
が
加
わ
る
こ
と
は
な
い
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
こ
の
箇
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
を
ど
れ
だ
け
意
識
し
て
い
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
時
の
収
縮
」
と
い
う
発
想
は

パ
ウ
ロ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
い
う
よ
り
も
、systéllō
と
い
う
語
の
解

釈
を
通
じ
て
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
箇
所
お
よ
び
「
今
の
時
に
」
と
い
う
箇
所
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
一
九
一
二
年
の
ル
タ
ー
訳
聖
書
で
は
、
そ
れ

ぞ
れD

ie Zeit ist kurz

とjetzt zu dieser Zeit

と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の

パ
ウ
ロ
書
簡
の
箇
所
が
そ
れ
自
体
で
直
接
的
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
時
間
の
停
止
や
「
い
ま

の
と
き
」(Jetztzeit)

に
つ
な
が
る
発
想
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。

25
　G

SI, 1232.

（『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
７
』
五
八
一
―
五
八
二
頁
。）



189

———　寄稿　———

　　
　

写
真
ử
光
学                   + 

化
学

              

カ
メ
ラ
と
い
う
箱 + 

画
像
の
固
定
・
定
着
の
化
学

    
    

 9c.  
 

　
　
　
19c.

　感
光
剤
の
研
究
は
、
一
七
二
五
年
銀
化
合
物
の
黒
変
が
光
化
学
反
応
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
点
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
成
果

が
、
一
八
二
六
年
ま
た
は
一
八
二
七
年
の
ニ
エ
プ
ス
（N

icéphore N
iépce, 

1765- 1833

）
で
あ
っ
た
。
し
ろ
め
と
い
う
合
金
版
の
上
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

を
粉
に
し
て
塗
り
つ
け
、
窓
の
外
の
風
景
に
八
時
間
以
上
露
出
し
た
。
金

属
板
に
直
接
焼
き
付
け
た
写
真
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
と
に
、
銀
板
写
真

ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
が
発
表
さ
れ
た
の
が
、
一
八
三
九
年
で
あ
っ
た
。
同
じ

年
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
・
タ
ル
ボ
ッ
ト
が
カ
ロ

タ
イ
プ
を
発
表
し
た
。

　
カ
メ
ラ
に
な
じ
ん
だ
我
々
が
こ
の
機
械
（
箱
）
を
見
る
と
、
ど
う
し
て

も
、
こ
れ
は
カ
メ
ラ
（
写
真
機
）
の
前
身
と
し
て
見
え
て
し
ま
う
。
今
の

写
真
機
が
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
代
わ
り
に
当
時
の
人
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
を
使
っ
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、写
真
の
歴
史
の
本
は
、

初
期
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
批
判
的
歴
史
：
暗
室
、
玩
具
、
人
口
眼
、
写
生
装
置
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

吉
本
秀
之

は
じ
め
に
：
歴
史
記
述
上
の
注
意
点

　
写
真
機
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
写
真
機
の
箱
の
部
分
、
す
な
わ
ち
、
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
原
理
は
、
ピ
ン
ホ
ー

ル
カ
メ
ラ
と
同
じ
で
、
ア
ラ
ビ
ア
の
天
文
学
者
が
太
陽
の
観
察
に
使
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
暗
箱
の
開
口
部
に
、
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
も

の
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
出
現
し
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
普
及
す

る
。
レ
ン
ズ
が
着
い
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
機
械
（
箱
）
と
し
て

は
も
う
ほ
と
ん
ど
カ
メ
ラ
そ
の
も
の
で
あ
る

1
。

　
で
は
、
こ
れ
が
写
真
機
と
ど
う
違
う
か
？

　
な
ぜ
写
真
の
発
明
は
十
九

世
紀
に
な
っ
て
い
る
の
か
？

　
そ
れ
は
、
化
学
の
問
題
で
あ
る
。
写
っ
て
い
る
像
を
固
定
し
、
定
着
す

る
化
学
の
問
題
で
あ
っ
た
。
写
っ
て
い
る
も
の
を
た
と
え
ば
半
透
明
な
紙

に
手
で
な
ぞ
る
こ
と
は
で
き
る
。
で
も
そ
れ
は
絵
で
あ
っ
て
、
写
真
で
は

な
い
。
写
真
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
像
を
化
学
的
に
固
定
し
、
定
着
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
固
定
・
定
着
法
が
発
明
さ
れ
た
の
が
、
十
九

世
紀
で
あ
っ
た
。

　
図
の
形
で
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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必
ず
、
今
の
カ
メ
ラ
の
前
身
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
ふ
れ
て
い

る 

2
。

　
こ
れ
が
、
我
々
の
目
に
染
み
つ
い
て
い
る
進
歩
主
義
史
観
の
偏
見
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、
今
の
カ
メ
ラ
が
な
か
っ
た
か
ら
、
今
の
カ
メ
ラ
の
代
わ

り
に
そ
の
前
身
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
使
用
し
た
と
い
う
の

は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
→
カ
メ
ラ
」
と
一
本
の
発
展
の
道
筋
だ
け
を
見
る
の
は
、
写
真
機

（
写
真
術
）
発
明
以
前
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
持
っ
た
社
会
的
意
味
を

見
失
わ
せ
る
。

　
美
術
史
や
写
真
史
の
本
に
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
見
方
を
紹
介
し
よ

う
。

　

そ
れ
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
、
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
を
正
確
な
遠

近
法
で
定
着
す
る
装
置
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
図
一
の
よ
う
な

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
見
る
と
ど
う
し
て
も
そ
う
見
た
く
な
る

3
。
こ

れ
は
遠
近
法
な
絵
画
制
作
の
際
の
補
助
道
具
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
を
位
置
づ
け
る
見
方
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
と
は
違
う
使
わ
れ
方
の
例
と
し
て
、『
百
科
全
書
』
を
取
り
あ
げ

よ
う
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
も
っ
と
も
流
行
っ
た
の
は
十
八
世
紀

で
あ
っ
た
。
そ
の
十
八
世
紀
に
お
け
る
知
識
の
金
字
塔
と
呼
べ
る
も
の
が

『
百
科
全
書
』
で
あ
る
。『
百
科
全
書
』
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
つ
い

て
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
こ
の
装
置
は
視
覚
の
本
性
に
多
く
の
光
を
投
げ
か
け
る
。
対
象
物
と
そ

っ
く
り
な
映
像
を
現
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
変
に
面
白
い
光
景
を
生
み

出
す
。
対
象
物
の
色
彩
や
運
動
を
他
の
ど
ん
な
表
象
形
式
よ
り
も
う
ま
く

再
現
し
て
く
れ
る

4
。

　
つ
ま
り
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
中
に
入
っ
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
写
る

外
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
み
る
こ
と
そ
の
も
の
が
楽
し
い
。
し
か
も
、
直

接
目
で
見
る
よ
り
も
、
外
の
も
の
の
色
彩
や
動
き
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら

れ
る
。
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
前
を
誰
か
人
間
が
歩
く
。
そ
の
動
き
が

壁
に
映
る
。
そ
れ
が
、
直
接
目
で
見
る
よ
り
も
い
き
い
き
と
し
て
感
じ
ら

れ
る
。
あ
る
い
は
、外
の
風
景
の
な
か
で
木
々
の
葉
っ
ぱ
が
風
で
そ
よ
ぐ
。

こ
れ
も
、
直
接
目
で
見
る
よ
り
も
鮮
や
か
に
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
止
ま
っ
た
静
止
像
を
紙
に
模
写
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
た
だ
た
だ
、
壁

に
映
っ
て
動
く
イ
メ
ー
ジ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
直
接
目
で
見

る
よ
り
生
き
生
き
と
し
て
い
る
こ
と
に
わ
く
わ
く
し
て
い
る
。
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
は
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
十
八
世
紀
に
流
行
し
た
と
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
レ
ー
リ
ー
が
正
し
く
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ

図 1　ラードナー『科学と技術の博物館』（1855）より
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う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
た
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
対
象
物
と
切
り
離

さ
れ
た
形
で
の
イ
メ
ー
ジ
の
独
立
性
・
自
立
性
を
形
成
し
、
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
の
も
つ
独
自
の
魅
力
を
浮
き
彫
り
に
し
た

5　

。

　
も
ち
ろ
ん
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
現
実
を
模
写
す
る
装
置
と
し

て
使
う
こ
と
も
で
き
る
。『
百
科
全
書
』
は
最
後
に
「
こ
の
道
具
を
用
い

れ
ば
、
絵
の
描
き
方
を
知
ら
な
い
者
で
も
非
常
に
正
確
に
描
写
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
記
す
。

　

ク
レ
ー
リ
ー
に
沿
っ
て
あ
と
二
点
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
も
っ
た
機
能

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ
は
、
視
覚
の
モ
デ
ル
で
あ
り

6
、
も
う
ひ

と
つ
は
、
人
間
の
精
神
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た

7
。

出
発
点
に
お
け
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　
十
八
世
紀
初
頭
ま
で
に
時
代
を
限
定
し
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は

ひ
と
つ
の
科
学
装
置
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
、
そ
の
問
い
を

追
究
し
て
み
よ
う
。
形
態
、
名
称
、
用
途
の
三
点
に
着
目
し
て
、
十
八
世

紀
初
頭
ま
で
の
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
装
置
・
器
具
の
分
析
を
試
み
よ
う
。

　
英
語
で
記
さ
れ
た
は
じ
め
て
の『
百
科
事
典
』と
言
え
る
ハ
リ
ス
の『
技

術
事
典 L

exicon Technicum
 

』（
第
一
巻
、ロ
ン
ド
ン
、一
七
〇
四
，第
二
巻
、

ロ
ン
ド
ン
、
一
七
一
〇
）
の
記
述
か
ら
は
じ
め
よ
う

8
。

　
ハ
リ
ス
は
、
第
一
巻
（
一
七
〇
四
）
で
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」

に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
項
目
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。“D

A
R

K
EN

ED
 

R
oom

”

、“D
ark Tent”

、“O
bscura C

am
era”

の
三
項
目
が
あ
る
が
、

“D
A

R
K

EN
ED

 R
oom

”

に
は“See O

bscura C
am

era”

と
あ
り
、
実
質

的
に
は
二
項
目
と
言
え
る
。

　「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
の
研
究
史
で
は
珍
し
い
例
で
あ
る“D

ark 
Tent”

の
方
を
先
に
見
て
み
よ
う
。「
暗
い
テ
ン
ト
と
は
、
建
物
、
要
塞
、

風
景
の
眺
望
図
を
描
く
た
め
、
光
学
レ
ン
ズ
を
備
え
た
ほ
と
ん
ど
机
状
の

箱
に
付
与
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク

ラ
、
ま
た
は
暗
く
さ
れ
た
部
屋
で
あ
る
。
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
の
項
の

記
述
を
見
よ
。」

　
ハ
リ
ス
は
、
箱
形
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
対
し
て
「
暗
い

　図 2　ノレ神父『実験物理学教程』（1771）より
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テ
ン
ト
」
と
い
う
用
語
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ

う
。

　
次
に
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
の
項
を
見
て
み
よ
う
。

　「
光
学
に
お
け
る
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
は
、
暗
い
部
屋
で
あ
り
、
一

箇
所
だ
け
小
さ
な
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
穴
に
は
レ
ン
ズ
が
付
け

ら
れ
る
。
そ
の
穴
を
通
し
て
、
対
象
か
ら
の
光
線
が
一
枚
の
紙
ま
た
は
布

の
上
に
投
射
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
視
覚
の
本
性
を
説
明
す
る
の
に
役
立

つ
、
光
学
上
の
と
て
も
有
用
な
実
験
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
つ

ぎ
の
も
の
が
特
別
に
記
述
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。」

　
こ
う
記
し
た
あ
と
、
ハ
リ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
暗
い
部
屋

の
な
か
で
白
い
壁
あ
る
い
は
適
当
な
位
置
に
吊
さ
れ
た
一
枚
の
紙
や
布

の
上
に
、
正
し
い
色
、
距
離
、
均
整
で
外
部
の
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
」

は
非
常
に
素
晴
ら
し
く
愉
快
な
実
験
で
あ
り
、
と
く
に
珍
し
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
場
所
で
こ
の
装
置
（A

pparatus

）
の
明
瞭
な

説
明
を
行
う
こ
と
は
、
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
装
置
そ
の

も
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
関
わ
ら
ず
、
明
晰
で
よ
く
わ
か
る
説
明

は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
う
し
た
説
明
を
な
そ
う
と
し

た
経
験
が
な
い
人
物
が
思
う
よ
り
ず
っ
と
や
っ
か
い
な
こ
と
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
そ
し
て
ハ
リ
ス
は
、
自
分
の
手
で
何
度
も
実
験
し
た
結
果
に
基
づ
き
、

フ
ォ
リ
オ
二
段
組
の
版
型
の
ペ
ー
ジ
で
お
お
よ
そ
一
頁
半
に
の
ぼ
る
記

述
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
、
適
当
な
レ
ン
ズ
（
六
フ
ィ
ー
ト
程
度

の
大
き
な
望
遠
鏡
の
対
物
レ
ン
ズ
が
好
適
で
あ
る
）
の
調
達
か
ら
は
じ
ま
り
、

部
屋
の
状
態
（
北
向
き
の
窓
が
あ
っ
て
完
全
に
暗
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
屋

が
最
も
よ
い
）、
そ
し
て
紙
ま
た
は
布
の
吊
し
方
を
述
べ
た
あ
と
、
よ
く

晴
れ
た
日
に
白
い
紙
ま
た
は
布
上
に
出
現
す
る
外
の
世
界
の
表
象
の
素

晴
ら
し
さ
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
業
が
真
似
で
き
な
い
ほ
ど

正
確
な
光
と
影
の
比
率
か
ら
な
り
、
し
か
も
動
き
を
備
え
て
い
る
。「
風

が
外
の
木
々
、
植
物
、
花
を
動
か
す
と
、
室
内
で
は
生
き
生
き
と
し
た
動

画
が
現
出
す
る
。」
そ
う
し
た
場
合
の
色
の
変
化
、
鳥
の
飛
ぶ
様
、
人
間

の
歩
く
様
子
が
映
さ
れ
る
様
子
ほ
ど
楽
し
い
も
の
は
な
い
と
ハ
リ
ス
は

断
言
す
る
。

　
以
上
、
ハ
リ
ス
は
、
今
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
装
置
に
対
し
て
「
暗
い
テ
ン
ト
」
と
い
う
用
語
を
当
て
、
暗
く
さ

れ
た
部
屋
を
ま
さ
に
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ

か
ら
わ
か
る
の
は
、「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
用
語
は
、
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
今
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
言
っ
た
と
き
一
般

的
に
指
示
さ
れ
る
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
装
置
で
は
な
く
、
暗
い

部
屋
と
い
う
原
義
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
方
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
先
を
急
が
ず
、
ハ
リ
ス
の
『
技
術
事
典
』
と
『
百
科
全
書
』
を
繋
ぐ
事

典
、
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
』（
一
七
二
八
）
の
記
述

も
見
て
み
よ
う
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
で
は
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い

う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
、
暗
い
部
屋
は
、
光
学
に
お
い
て
、
外
部
の

対
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ
き
り
と
そ
の
も
と
も
と
の
色
彩
で
表
示
さ
れ

る
器
械
ま
た
は
装
置
（M

achine or A
pparatus

）、
す
な
わ
ち
人
工
の
眼
を

示
し
て
い
る
。

9
」
そ
の
後
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
用
途
、
理
論
、

制
作
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
制
作
、
別
種
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
用
途
と
し
て
は
、
第
一
に
人
間
の
視

覚
の
仕
組
み
を
知
る
た
め
の
モ
デ
ル
（
こ
の
用
途
で
は
「
人
工
の
眼
」
と
呼

ば
れ
る
）、
第
二
に
外
界
を
正
確
に
し
か
も
動
き
ま
で
も
映
す
楽
し
い
光
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景
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
、
第
三
に
対
象
を
正
確
に
描
く
た
め
の
補
助
、

と
い
う
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

　
最
初
の
段
落
の
最
後
に
「
人
工
の
眼
」
を
見
よ
、
と
あ
る
の
で
、「
人

工
の
眼
」
の
項
を
見
る
と
、「
目
」
を
見
よ
、
と
あ
る
。「
目
」
を
見
る
と
、

目
に
関
す
る
長
い
記
述
が
あ
っ
た
あ
と
最
後
に
「
人
工
の
眼
と
は
、
対
象

が
自
然
の
目
と
ま
っ
た
く
同
じ
仕
方
で
表
示
さ
れ
る
光
学
器
械
で
あ
り
、

視
覚
の
本
性
を
例
証
す
る
の
に
と
て
も
有
用
で
あ
る
。

10
」
と
あ
る
。
ツ

ァ
ー
ン
の
書
物
の
影
響
で
、「
人
工
の
眼
」
と
い
う
そ
の
前
に
も
そ
の
後

に
も
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
い
な
い
用
語
・
観
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
記
述

と
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
、
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
指
す
用
語
と

し
て
確
立
し
て
き
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

　
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
は
、
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
出
発
点
を

デ
ラ
・
ポ
ル
タ
に
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
は

十
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
歴
史
の
批
判
的
見
直
し

を
行
い
た
い
。

ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象

　
小
さ
な
一
つ
の
孔
を
除
き
光
の
入
ら
な
い
暗
い
部
屋
で
外
が
十
分
明

る
い
と
き
、
そ
の
小
孔
か
ら
差
し
込
む
光
が
反
対
側
の
壁
に
外
の
風
景
を

映
し
出
す
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
そ
の
も
の
は
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

紀
元
前
五
世
紀
の
墨
子
と
そ
の
弟
子
の
著
作
に
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
が
も

た
ら
す
倒
立
像
の
記
述
が
あ
り
、
ま
た
紀
元
前
四
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
樹
木
の
葉
の
間
か
ら
地
面
に
落
ち
る
丸
い
光
が
太
陽
の
像
で
あ
る

と
い
う
記
述
が
あ
っ
た
。

「
研
究
の
サ
イ
ト
」
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」

　
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
、
ウ
ィ
テ
ロ
、
ケ
プ

ラ
ー
ま
で
の
光
学
の
伝
統
を
作
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ム
ス
リ
ム
の
科

学
者
イ
ブ
ン
・
ア
ル=

ハ
イ
サ
ム
、
ラ
テ
ン
名
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
（Ibn 

al-H
aytham

, 965-ca. 1040

）
は
、『
光
学
（
視
覚
論
）』
第
一
巻
第
三
章
に

お
い
て
「
暗
い
部
屋 al-bayt al-m

uzlim

」
を
挙
げ
、
暗
い
部
屋
の
中
で

多
く
の
光
学
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ブ
ラ
に
よ
れ
ば

11
、『
光

学
（
視
覚
論
）』
中
に
は
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
へ
の
言
及
は
な
く
、
日
食
と

月
食
を
論
じ
た
『
食
の
形
に
つ
い
て
』
で
「
暗
い
場
所
」
で
の
ピ
ン
ホ
ー

ル
現
象
と
解
釈
で
き
る
現
象
（
外
で
様
々
な
場
所
に
置
か
れ
た
ロ
ウ
ソ
ク
の

炎
は
、
小
孔
を
通
し
て
暗
い
場
所
の
向
き
合
う
壁
に
投
射
さ
れ
る
と
順
序
が
逆

に
映
る
）
を
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
光
と
視
覚
の
研
究
に
暗
い
部
屋

を
利
用
す
る
こ
と
は
、
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
に
は
じ
ま
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に

「
研
究
の
サ
イ
ト
」
と
し
て
「
暗
い
部
屋
」
が
現
れ
た
と
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
の
後
、
太
陽
の
観
測
に
「
暗
い
部
屋
」
を
使
う
こ
と
は
、
天
文
学
に

お
い
て
と
く
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
ペ
ッ
カ
ム
は
日
食
の

際
、
小
孔
を
通
し
て
部
屋
の
中
に
太
陽
の
像
を
導
き
入
れ
る
と
壁
の
上

で
太
陽
が
徐
々
に
三
日
月
形
に
欠
け
て
い
く
の
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
記
し
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
、
こ
う
し
た
部
屋
で
太
陽

の
観
察
を
す
る
の
は
比
較
的
一
般
的
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
図

は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
数
学
者
・
天
文
学
者
で
あ
っ
た
フ
リ
シ
ウ
ス
（G

em
m

a 
Frisius, 1508-1555

）
の
『
天
文
学
と
地
理
学
の
基
礎
』（
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
、
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一
五
四
五
）（p.4

、
図
三
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

12
。

レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『
サ
イ
ク
ロ
パ
エ
デ
ィ
ア
』
に
よ
れ
ば
、
レ
ン
ズ
付

き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
発
明
し
た
の
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
で
あ
っ
た
。

チ
ャ
ン
バ
ー
ス
の
仏
語
訳
事
業
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
『
百
科
全
書
』
も
そ

の
見
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
や
『
百
科
全
書
』
の
よ
う
に
、

レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
を
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
に
帰
す
記

述
は
あ
る
時
期
ま
で
か
な
り
広
が
っ
て
い
た
。
最
初
に
こ
の
点
を
調
べ
よ

う
。

　
ナ
ポ
リ
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
バ
テ
ィ
ス
タ
・
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』

（
ナ
ポ
リ
、
一
五
五
八
）
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
自
然
魔
術
の
伝
統
を
代
表
し
集

大
成
す
る
著
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
五
五
八
年
ナ
ポ
リ
で
出
版
さ
れ

た
初
版
に
お
い
て
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
は
、
部
屋
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象

に
言
及
し
て
い
る
。
大
幅
に
増
補
し
た
一
五
八
九
年
の
版
で
彼
は
、
次
の

よ
う
に
言
う
。

　「
私
が
こ
れ
ま
で
隠
し
て
き
た
も
の
、
こ
れ
か
ら
も
隠
し
通
そ
う
と
思

っ
て
い
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
も
し
そ
の
穴
に
小
さ
な
水
晶
の
レ

ン
ズ
を
嵌
め
込
む
と
た
だ
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
は
っ
き
り
と
見
え
る

よ
う
に
な
る
。
歩
い
て
い
る
人
の
顔
つ
き
、
色
彩
、
服
装
な
ど
、
す
べ
て

が
あ
た
か
も
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
か
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
光
景
の
与
え
て

く
れ
る
喜
び
は
と
て
も
大
き
く
、
ど
れ
ほ
ど
賞
賛
し
て
も
し
た
り
な
い
ぐ

ら
い
だ
。・
・
・
も
し
、
あ
な
た
が
人
物
や
そ
の
他
の
も
の
の
絵
を
描
く

の
が
苦
手
で
あ
れ
ば
、
こ
の
仕
方
で
描
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

13
」

　
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
は
こ
の
よ
う
に
部
屋
に
レ
ン
ズ
を
つ
け
る
方
法
を
記
し

て
い
る
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
が
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
者
だ
と
さ
れ

た
の
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
と

て
も
よ
く
読
ま
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
先
行
研
究
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ

以
前
に
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と

示
し
て
く
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
沿
っ
て
、
初
期
の
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
確
か
め
て
お
こ
う

14
。

　
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
（Leonardo da V

inci, 1452-1519

）
は
、

　図 3　フリシウス『天文学と地理学の基礎』（1545）より
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十
六
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
手
稿
に
お
い
て
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
記
述

に
近
い
、
部
屋
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
を
は
っ
き
り
と
記
述
し
て
い

る
。

　
暗
い
部
屋
に
レ
ン
ズ
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
十
六
世
紀
の
こ
と
で
あ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
三
世
紀
か
ら
老
眼
鏡
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
十

分
な
性
能
の
凸
レ
ン
ズ
が
存
在
し
て
い
た
。
レ
ン
ズ
を
開
口
部
に
使
用
す

る
と
、
た
だ
小
さ
な
穴
を
開
け
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
ず
っ
と
鮮
明
な
像

が
得
ら
れ
る
。
十
分
な
大
き
さ
の
レ
ン
ズ
を
使
え
ば
、
部
屋
の
な
か
で
像

を
な
ぞ
り
、
実
物
の
絵
を
つ
く
る
こ
と
は
実
用
的
と
な
る
。

　
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
部
屋
を
最
初
に
記
述
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ミ
ラ

ノ
の
医
者
で
数
学
者
と
し
て
も
有
名
な
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
カ
ル
ダ
ー
ノ

（G
irolam

o C
ardano, 1501-1576

）
で
あ
る
。
カ
ル
ダ
ー
ノ
は
、
広
く
読
ま

れ
た
著
作
『
精
妙
な
る
も
の
に
つ
い
て
』（
一
五
五
〇
）
に
、
窓
に
ガ
ラ

ス
の
円
盤
（orbis e vitra

）
を
置
く
と
、
部
屋
の
な
か
の
壁
に
通
り
の
光

景
が
淡
く
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。「
ガ
ラ
ス
の
円
盤
」
は

凸
レ
ン
ズ
の
可
能
性
と
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
指
摘
す
る
凹
面
鏡
の
可

能
性
が
あ
る
の
で
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
が
最
初
と
確
実
に
言
え
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
最
初
と
言
え
る
候
補
の
一
人
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

　
そ
の
後
、
レ
ン
ズ
を
使
っ
た
部
屋
に
つ
い
て
、
明
確
な
記
述
を
し
た
者

が
二
名
い
る
。
一
人
は
、
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
建
築
書
を
出
版
し
た
こ

と
で
有
名
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
、
ダ
ニ
エ
レ
・
バ
ル
バ
ー
ロ
（D

aniele 
B

arbaro, 1514-1570

）
で
あ
る
。
バ
ル
バ
ー
ロ
は
一
五
六
八
年
出
版
の
『
遠

近
法
の
実
践
』
で
、
遠
近
法
的
に
正
確
な
絵
を
描
く
に
は
老
眼
鏡
の
ガ
ラ

ス
（
す
な
わ
ち
凸
レ
ン
ズ
）
を
開
口
部
に
つ
け
た
部
屋
を
利
用
す
る
と
よ

い
と
記
述
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
レ
ン
ズ
の
前
に
絞
り
を
置
く
こ
と
に
も

言
及
し
た

15
。

　
も
う
一
人
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
数
学
者
、
ジ
ャ
ン
バ
テ
ィ
ス
タ
・
ベ
ネ

デ
ッ
テ
ィ
（G

iam
battista B

enedetti, 1530-1590

）
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ッ
テ

ィ
は
一
五
八
五
年
出
版
の
著
作
で
、
部
屋
に
入
っ
て
く
る
光
に
対
し
て

四
五
度
の
向
き
に
鏡
を
置
く
こ
と
に
よ
り
像
の
上
下
逆
転
を
も
と
に
も

ど
す
方
法
に
つ
い
て
記
述
し
た

16
。

　
そ
の
次
に
開
口
部
に
レ
ン
ズ
を
は
め
た
部
屋
に
言
及
し
た
の
は
、
前
に

記
し
た
通
り
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
で
あ
っ
た
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然
魔
術
』

は
自
然
魔
術
の
著
作
の
な
か
で
は
圧
倒
的
な
人
気
を
誇
り
、
そ
の
人
気
の

せ
い
で
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
が
レ
ン
ズ
付
き
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
発
明
し

た
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
も
そ
れ
を
ほ
の
め

か
す
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ cam

era obscura

」
と
い
う
用
語
の
初
出

　
新
し
い
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ケ
プ
ラ
ー
（Johannes 

K
epler, 1571-1630

）で
あ
っ
た
。『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
一
六
〇
四
）や『
屈

折
光
学
』（
一
六
一
一
）
に
お
い
て
近
代
光
学
研
究
の
出
発
点
を
与
え
た
ケ

プ
ラ
ー
は
、『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
一
六
〇
四
）
で
ド
レ
ス
デ
ン
に
お

け
る
ク
ン
ス
ト
カ
マ
ー
（
驚
異
の
部
屋
）
体
験
を
記
述
し
て
い
る

17
。
ド

レ
ス
デ
ン
の
館
に
は
、
一
つ
の
部
屋
を
暗
く
し
、
た
っ
た
一
つ
の
開
口
部

に
レ
ン
ズ
を
つ
け
て
、
鮮
や
か
な
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
を
来
訪
者
に
体
験
さ

せ
る
仕
掛
け
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
観
光
名
所
や
娯
楽
と
し
て
の
部
屋
型

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
言
及
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
の

記
述
は
、
部
屋
の
な
か
に
お
け
る
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
が
自
然
魔
術
の
伝
統

に
組
み
込
ま
れ
、
観
光
名
所
や
娯
楽
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
ま
っ
て
い



196

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

　
光
学
研
究
者
で
も
あ
り
、
ガ
リ
レ
オ
の
『
星
界
の
報
告
』（
一
六
一
〇
）

に
感
激
し
て
自
分
で
も
新
し
い
タ
イ
プ
の
望
遠
鏡
を
考
案
し
た
ケ
プ
ラ

ー
は
、
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
伝
統
に
革
新
を
も
た
ら
す
。
ケ

プ
ラ
ー
自
身
は
そ
の
装
置
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
な
い
が
、
一
六
二
〇
年

リ
ン
ツ
に
い
た
ケ
プ
ラ
ー
を
訪
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
、
ヘ
ン
リ
ー
・

ウ
ォ
ッ
ト
ン
（H

enry W
otton, 1568-1639

）
が
証
言
を
残
し
て
い
る
。
ウ

ォ
ッ
ト
ン
は
そ
の
と
き
ケ
プ
ラ
ー
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
「
テ
ン
ト
式
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
を
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
宛
の
手
紙
に
記
し
た
。

　「
彼
は
小
さ
な
黒
い
テ
ン
ト
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
野
外
で
す
ぐ
に

組
み
立
て
ら
れ
ま
す
。
ま
た
風
車
の
よ
う
に
好
き
な
方
向
に
向
け
る
こ
と

が
で
き
、
ひ
と
り
で
も
な
ん
と
か
あ
ま
り
労
を
要
さ
ず
扱
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
直
径
一
・
五
イ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
を
除
き
、
し
っ
か
り
と

閉
じ
、
暗
く
で
き
ま
す
。
穴
に
は
凹
レ
ン
ズ
を
は
ず
し
、
凸
レ
ン
ズ
だ
け

を
残
し
た
望
遠
鏡
（perspective-trunke

）
を
取
り
付
け
ま
す
。
凹
レ
ン
ズ

を
は
ず
し
た
方
の
端
は
、
テ
ン
ト
の
中
央
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
外
の
あ

ら
ゆ
る
対
象
か
ら
の
光
線
は
、
そ
の
望
遠
鏡
の
筒
を
通
し
て
ち
ょ
う
ど
よ

い
位
置
に
設
置
さ
れ
た
紙
の
上
に
投
射
さ
れ
ま
す
。
自
然
と
ま
っ
た
く
同

じ
姿
の
そ
の
像
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
テ

ン
ト
の
向
き
を
す
こ
し
ず
つ
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
場
の
全
光
景
を

描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

18
」

　
ケ
プ
ラ
ー
は
、
こ
の
と
き
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
測
量
に
従
事
し
て
お
り
、

ウ
ォ
ッ
ト
ン
は
、
地
図
や
地
形
図
の
作
成
に
役
立
つ
の
で
、
閣
下
（
大
法

官
ベ
イ
コ
ン
）
に
お
伝
え
し
ま
す
と
附
言
し
、
そ
し
て
、
こ
の
装
置
を
用

い
る
と
、
ど
こ
の
風
景
で
も
自
由
に
ど
の
画
家
よ
り
も
正
確
に
描
く
こ
と

が
で
き
ま
す
と
結
ん
だ
。

　
ウ
ォ
ッ
ト
ン
の
手
紙
に
は
、
小
さ
い
テ
ン
ト
と
い
う
以
外
に
装
置
全
体

の
大
き
さ
と
形
態
の
記
述
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
黒
い
小
テ
ン
ト
が
全

身
が
入
る
形
の
も
の
か
、
後
に
見
る
フ
ッ
ク
の
テ
ン
ト
型
の
よ
う
に
顔
と

手
あ
る
い
は
上
半
身
だ
け
が
入
る
タ
イ
プ
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

持
ち
運
び
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
レ
ン
ズ
と
し
て
ケ
プ
ラ

ー
は
、
ガ
リ
レ
オ
式
望
遠
鏡
の
接
眼
レ
ン
ズ
を
は
ず
し
た
も
の
を
利
用
し

て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
望
遠
鏡
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
筒
に
凸
レ
ン
ズ

が
装
着
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
。

　
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
言
及
し

た
最
初
の
証
言
で
あ
る
。
用
途
と
し
て
は
、
風
景
の
描
写
、
地
図
や
地
形

図
の
作
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
語
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
（cam

era 
obscura

）
と
い
う
用
語
の
初
出
も
ケ
プ
ラ
ー
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

　『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
六
〇
四
）
の
索
引
に

は“C
am

era obscura res fortis representans” 

と
い
う
項
目
が
あ
り
、

p.51, l.5 

を
示
す

19
。p.51, l.5 

に
は
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
へ
の
言
及
が
あ

り
、
閉
ざ
さ
れ
た
部
屋 

（In cam
era clausa

）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
場
所
で
は“cam

era obscura”

は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
つ

ま
り
、“cam

era obscura”

と
い
う
用
法
は
確
か
に
見
え
る
が
、“cam

era 
obscura”

と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
ケ
プ
ラ
ー
が
造
語
し
た
と
ま
で

は
言
え
な
い
。

　『
屈
折
光
学
』（
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
一
六
一
一
）
の
十
六
頁
に
は
、
本
文

中
に
は
っ
き
り
と“cam

era obscura”

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、

外
の
像
を
凸
レ
ン
ズ
に
よ
っ
て“cam

era obscura”

の
内
部
に
置
か
れ
た

紙
に
映
す
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

20
。
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以
上
、
ケ
プ
ラ
ー
に
確
か
に“cam

era obscura”

と
い
う
表
現
は
あ
る
。

し
か
し
、『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』
で
一
回
、『
屈
折
光
学
』
で
一
回
と
使

用
回
数
が
少
な
く
、
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
と
し
て
ケ
プ
ラ
ー
が
使
用
し
た

と
は
言
え
な
い
。

　
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
る
網
膜
像
の
発
見
は
、
今
回
の
探
究
の
柱
の
ひ
と
つ

に
関
わ
る
。
必
要
な
点
を
記
述
し
て
お
こ
う

21
。『
ウ
ィ
テ
ロ
へ
の
補
足
』

で
ケ
プ
ラ
ー
は
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
人
間
の
眼
球
を
比
べ
、
カ
メ

ラ
の
レ
ン
ズ
が
人
間
の
水
晶
体
、
カ
メ
ラ
の
ス
ク
リ
ー
ン
（
紙
ま
た
は
壁
）

が
網
膜
に
あ
た
り
、
外
界
の
像
は
、
網
膜
上
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
見
い

だ
し
た
。
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
に
由
来
す
る
中
世
の
光
学
／
視
覚
理
論
で
は
、

水
晶
体
の
前
面
に
垂
直
に
入
射
す
る
光
線
が
つ
く
る
正
立
像
が
目
が
対

象
か
ら
受
け
取
る
像
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
ク
ラ
と
の
比
較
に
よ
り
、
そ
う
で
は
な
く
、
水
晶
体
の
背
面
、
す
な

わ
ち
網
膜
上
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
入
っ
て
く
る
光
線
が
つ
く
る
左
右

上
下
逆
転
し
た
像（pictura

）を
人
間
が
受
け
取
る
視
覚
像
だ
と
主
張
し
た
。

ケ
プ
ラ
ー
自
身
は
、
二
つ
の
逆
転
し
た
像
か
ら
正
立
像
が
ど
の
よ
う
に
し

て
脳
内
で
生
じ
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
一
生
悩
ん
だ
が
、
網
膜

像
の
発
見
は
そ
の
後
新
し
い
光
学
だ
け
で
は
な
く
視
覚
研
究
の
出
発
点

を
与
え
た
。
時
代
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
眼
球
を
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
類
比
物
だ
と
す
る
見
方
か
ら
十
七
世
紀
後
半
に
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
装
置
を
「
人
工
の
眼
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
生
じ
た
。

　
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
る
像 

（pictura

）、
網
膜
上

に
形
成
さ
れ
る
像 

（pictura

）
は
、
新
し
い
光
学
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
以
来
の
形
象
（
ス
ペ
キ
エ
ス
）
理
論
に
反
旗
を
翻
し
た
。

ケ
プ
ラ
ー
は
、pictura 

を
中
世
光
学
・
視
覚
理
論
が
想
像
力
の
中
に
だ

け
存
在
す
る
と
し
て
い
た im

ago 

と
は
別
物
だ
と
位
置
付
け
た
。
ケ
プ

ラ
ー
の
あ
と
を
継
い
だ
光
学
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、pictura 

は
実
像
、

im
ago 

は
虚
像
と
し
て
理
論
的
に
組
み
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
出
現

　
携
帯
型
（portable

）
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
発
明
者
が
誰
か
は
、
正

確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
注
目
す
べ
き
初
期
の
証
言
と
し
て
、
ホ
イ

ヘ
ン
ス
父
（C

onstantijn H
uygens, 1596-1687

）
の
も
の
が
あ
る
。
オ
ラ
ニ

エ
公
の
秘
書
官
で
あ
っ
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父
は
、
一
六
二
一
年
イ
ギ
リ
ス

に
出
張
し
、
オ
ラ
ン
ダ
人
発
明
家
コ
ヌ
ネ
リ
ス
・
ド
レ
ベ
ル
（C

ornelis 
D

rebbel, 1572-1633

）
に
会
っ
た
。
そ
し
て
次
の
年
イ
ギ
リ
ス
を
再
訪
し

た
と
き
、
ド
レ
ベ
ル
の
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
購
入
し
、
持
ち

帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
っ
て
、
大
喜
び
し
た
。
両
親
に
宛
て
た
手
紙

に
は
、
こ
の
装
置
は
「
ド
レ
ベ
ル
の
発
明
の
最
高
傑
作

22
」
で
あ
り
、
こ

の
装
置
が
生
み
出
す
像
に
比
べ
れ
ば
、
ど
ん
な
す
ぐ
れ
た
絵
で
も
死
ん
で

い
る
も
同
然
だ
と
興
奮
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
、
さ
ら
に
そ
の
他
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父

が
こ
の
装
置
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
言
葉
か
ら
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
箱
形

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
図
版
が
残
さ

れ
て
お
ら
ず
正
確
な
大
き
さ
と
形
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
残

念
だ
が
、
発
明
家
ド
レ
ベ
ル
が
こ
の
装
置
を
組
み
立
て
販
売
し
た
と
い
う

点
、
そ
れ
を
購
入
し
た
ホ
イ
ヘ
ン
ス
父
が
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
映
る

像
そ
の
も
の
の
鮮
や
か
さ
と
活
き
活
き
と
し
た
様
子
に
感
動
し
た
点
を

こ
こ
で
は
押
さ
え
て
お
こ
う
。

　
初
期
の
王
立
協
会
を
代
表
す
る
科
学
者
の
一
人
、
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
イ
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ル
（R

obert B
oyle, 1627-1691

）
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
今

の
日
本
の
学
制
で
言
え
ば
中
学
高
校
に
当
た
る
期
間
フ
ラ
ン
ス
語
で
勉

強
し
た
あ
と
、
青
年
貴
族
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
暮
ら
し
て
い
た
。
姉
の

紹
介
で
「
イ
ン
ヴ
ィ
ジ
ブ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
」
に
加
わ
っ
た
ボ
イ
ル
は
、

一
六
四
八
年
の
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
オ
ラ
ン
ダ
を
訪
問
し
た
。
そ
の

と
き
の
こ
と
を
最
初
の
科
学
的
著
作
『
い
く
つ
か
の
自
然
学
の
エ
ッ
セ

イ
』（
一
六
六
一
） 
で
回
顧
し
て
い
る
。

　「
ラ
イ
デ
ン
に
い
た
と
き
塔
の
頂
上
に
登
り
ま
し
た
。
頂
上
の
部
屋
は

（
多
く
の
場
所
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
外
界
の
対
象
の
光
学
形
象
を
部
屋
の
な
か
に

も
た
ら
す
た
め
）
暗
く
さ
れ
た
部
屋
（darken'd room

）
で
、
た
っ
た
一
箇

所
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
凸
レ
ン
ズ
を
填
め
て
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
位
置
に
吊

さ
れ
た
大
き
な
紙
幕
の
上
に
光
が
投
射
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
し

た
。
紙
幕
上
に
は
、
街
の
主
要
な
建
物
の
鮮
明
な
姿
が
映
っ
て
い
ま
し

た
。 

23
」

　
こ
れ
は
同
時
代
の
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
普
及
状
況
に
関
す

る
価
値
あ
る
証
言
で
あ
る
。
ボ
イ
ル
の
証
言
か
ら
は
、
ケ
プ
ラ
ー
が
ド
レ

ス
デ
ン
で
体
験
し
た
よ
う
な
風
景
を
楽
し
む
た
め
の
部
屋
型
カ
メ
ラ
・
オ

ブ
ス
ク
ラ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
普
及
し
て
お
り
、
観
光
名
所
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
の
体
験
が
印
象
深
か
っ
た
せ
い
で
あ
ろ
う
、
ボ
イ
ル
は
、
最

晩
年
の
著
作
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ヴ
ァ
ー
チ
ュ
オ
ー
ソ
』（
一
六
九
〇
）
で

も
「
光
学
に
通
じ
た
者
が
す
べ
て
の
窓
を
閉
じ
て
部
屋
を
暗
く
し
、
適
当

な
大
き
さ
の
穴
に
凸
レ
ン
ズ
を
填
め
て
光
を
外
か
ら
入
れ
て
や
る
と

24
」

外
の
風
景
を
室
内
に
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
ボ
イ
ル
の
も
う
ひ
と
つ
の
証
言
は
我
々
の
目
的
に
と
っ
て
も
っ
と
重

要
で
あ
る
。『
事
物
の
宇
宙
的
性
質
』（
一
六
六
九
）
と
い
う
著
作
で
ボ

イ
ル
は
、「
私
が
は
じ
め
て
（
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
な
ら
ば
）
ポ
ー
タ
ブ

ル
な
暗
い
部
屋
（portable darkned R

oom
e

）
を
作
ら
せ
た
と
き
」
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
き
め
の
箱
で
、
片
側
に
は
レ
ン
ズ
（a 

Lenticular Glasse

）
が
填
め
ら
れ
て
お
り
、
も
う
片
側
に
は
ち
ょ
う
ど
太

鼓
の
革
の
よ
う
に
薄
い
紙
の
シ
ー
ト
が
貼
ら
れ
て
い
て
、
箱
の
上
部
に
穿

た
れ
た
小
さ
な
穴
か
ら
紙
に
映
る
鮮
明
な
像
（a lively representation

）
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
の
動
き
も
形
も
色
も
す
べ
て
非
常
に
よ
く
映

し
出
し
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
私
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
た
、
と
。
ま
た
、

ボ
イ
ル
は
、
町
中
や
野
外
で
の
使
用
に
も
触
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
次
の
言

葉
を
追
加
し
て
い
る
。「
そ
の
器
具
（Instrum

ent

）
に
つ
い
て
私
は
こ
こ

で
は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私
が
そ
の
器
具
を
あ
な

た
に
は
じ
め
て
見
せ
て
か
ら
数
年
の
間
に
、
多
く
の
腕
の
立
つ
人
た
ち
が

私
の
器
具
（
望
遠
鏡
の
よ
う
に
必
要
に
応
じ
て
伸
ば
し
た
り
縮
め
た
り
で
き
る

よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
し
た
）
を
ま
ね
た
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
よ
く
し
よ

う
と
し
た
か
ら
で
す
。

25
」

　
こ
の
ボ
イ
ル
が
職
人
に
作
ら
せ
た
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
暗
い
部
屋
」
は
、

穴
か
ら
覗
き
込
む
と
い
う
点
、
な
ら
び
に
四
五
度
に
設
置
さ
れ
た
鏡
を
使

っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
二
点
で
、
最
初
の
図
一
の
よ
う
な
後
に
一
般

化
す
る
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
が
、
上
部
か

ら
見
る
と
い
う
点
で
は
写
生
用
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
ほ
ぼ
同
等

で
あ
り
、
し
か
も
、
レ
ン
ズ
の
位
置
を
変
え
る
た
め
の
伸
縮
器
（
蛇
腹
に

当
た
る
）
も
備
え
て
い
た
。
用
途
と
し
て
は
、
視
覚
の
楽
し
み
と
い
う
点

だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
光
学
装
置
・
器
具
と
呼
ん
で
も
問
題
な

い
で
あ
ろ
う
点
、
並
び
に
ボ
イ
ル
は
一
度
も
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い

う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
使
っ
て
い
な
い
点
を
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
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あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
度
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が

作
ら
れ
る
と
、
器
具
・
装
置
と
し
て
は
簡
単
な
も
の
だ
け
に
、
す
ぐ
に
模

倣
と
改
良
が
続
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

十
七
世
紀
半
ば
に
お
け
る
状
況

　
こ
こ
で
、
十
七
世
紀
の
中
間
地
点
に
立
っ
て
、
状
況
を
ま
と
め
て
お
こ

う
。

　
レ
ン
ズ
付
き
の
暗
い
部
屋
は
、
太
陽
観
測
を
行
う
天
文
学
者
の
間
で
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
『
自
然

魔
術
』
の
人
気
の
せ
い
で
自
然
魔
術
、
数
学
的
魔
術
、
数
学
的
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
一
般
的
著
作
や
遠
近
法
に
関
す
る
解
説
書
に
お

い
て
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
用
途
と
し
て
は
、
天
文
学
に
お
け

る
太
陽
観
測
の
他
に
は
、
外
の
光
景
の
鮮
明
で
カ
ラ
フ
ル
で
動
く
像
を
見

て
楽
し
む
と
い
う
も
の
が
主
で
あ
っ
た
。
ケ
プ
ラ
ー
の
テ
ン
ト
型
の
例
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
室
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
で
き
る
像
を
な
ぞ
る
こ
と
も

行
わ
れ
て
い
て
、
目
的
は
、
地
図
や
地
形
図
作
成
で
あ
っ
た
。
用
語
と
し

て
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
ケ
プ
ラ
ー
の
著
作
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
専
門
用
語
と
し
て
使
用
が
固
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
窓
の
閉
じ
ら
れ
た
部
屋
と
か
暗
い
部
屋

と
い
う
ふ
う
に
ご
く
普
通
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

っ
た
。

　
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
作
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
最
初
は
、
発
明
家
ド
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・

ホ
イ
ヘ
ン
ス
の
証
言
に
よ
っ
て
、
一
六
二
一
年
に
は
す
で
に
ド
レ
ベ
ル
が

箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
製
作
し
、
販
売
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
ボ
イ
ル
の
「
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
暗
い
部
屋
」
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
一
度
作
ら
れ
る
と
真
似
す
る
の
も
改

良
す
る
の
も
簡
単
で
、
あ
る
速
度
で
広
ま
っ
た
と
十
分
合
理
的
に
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
世
紀
半
ば
以
降
の
状
況

　
自
然
魔
術
あ
る
い
は
驚

異
の
装
置
と
し
て
の
光
学

機
器
に
関
し
て
は
、
キ
ル
ヒ

ャ
ー
や
シ
ョ
ッ
ト
が
大
き
な

著
作
を
著
し
て
い
る
。
ド
イ

ツ
に
生
ま
れ
ロ
ー
マ
に
活

動
拠
点
を
定
め
た
キ
ル
ヒ

ャ

ー
（A

thanasius K
ircher, 

1601-1680

）
は
、
一
六
四
六

年
ロ
ー
マ
で
出
版
し
た
『
光

と
影
の
大
い
な
る
術
』
に
駕

籠
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

の
挿
絵
を
掲
載
し
て
い
る

26
。

キ
ル
ヒ
ャ
ー
が
マ
ジ
ッ
ク
・

ラ
ン
タ
ン
に
関
し
て
載
せ
た

図
版
は
、
光
源
、
ス
ラ
イ
ド
、

レ
ン
ズ
の
順
序
を
間
違
え
て

　図 4　キルヒャーの駕篭型カメラ・オブスクラ
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い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
図
版

も
実
在
の
装
置
を
正
確
に
描
写
し
た
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。

駕
籠
を
支
え
る
二
本
の
棒
と
比
べ
る
と
部
屋
の
な
か
に
い
る
人
物
は
小

さ
す
ぎ
る
。
部
屋
が
一
人
の
人
間
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
大
き
い
も

の
だ
っ
た
可
能
性
と
、
駕
籠
型
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
上
半
身
だ
け

が
入
る
大
き
さ
だ
っ
た
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
キ
ル
ヒ
ャ
ー
と
同
タ
イ
プ
の
も
の
が
、
詩
人
ゲ
オ
ル
グ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ハ
ル
ス
デ
ル
フ
ァ
ー
の
『
数
学
と
哲
学
の
楽
し
み
』（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、

一
六
五
三
）
や
、
カ
ス
パ
ー
・
シ
ョ
ッ
ト
の
『
自
然
と
技
術
の
普
遍
魔
術
』

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
六
五
八
）
と
『
驚
異
の
技
術
』（
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
、

一
六
六
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

27
。
著
作
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
う
か
が
え

る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
、
自
然
魔
術
あ
る
い
は
数
学
遊
戯
の
伝
統
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　　
十
七
世
紀
後
半
、
ド
イ
ツ
語
圏
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
こ
の
種
の
著
作

が
数
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
近
郊
の
プ

レ
モ
ン
ト
レ
会
士
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ツ
ァ
ー
ン
（Johannes Zahn, 

1641- 1707

）
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
、
マ
ジ
ッ
ク
ラ
ン
タ
ン
を
中
心

と
し
て
、
望
遠
鏡
、
顕
微
鏡
等
、
レ
ン
ズ
を
用
い
た
光
学
装
置
の
集
大
成

ま
た
は
図
像
付
き
記
述
の
ピ
ー
ク
と
呼
べ
る
著
作
を
一
六
八
五
年
ヴ
ュ

ル
ツ
ブ
ル
ク
で
出
版
し
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
人
工
の
眼
』

28
で
あ
り
、

こ
の
書
物
は
図
版
の
量
と
正
確
さ
で
い
わ
ば
顕
微
鏡
図
史
に
お
け
る
フ

ッ
ク
の
『
ミ
ク
ロ
グ
ラ
フ
ィ
ア
』（
ロ
ン
ド
ン
、
一
六
六
五
）
に
匹
敵
す
る

と
評
価
で
き
る
。

　

図 5　ショット『驚異の技術』（1664）より

　図 6　ツァーン『人口の眼』（1685）より
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十
八
世
紀
に
広
く
普
及
す
る
リ
フ
レ
ッ
ク
ス
ミ
ラ
ー
を
内
蔵
し
た
箱

形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
様
々
な
タ
イ
プ
を
ツ
ァ
ー
ン
は
『
人
工
の
眼
』

で
寸
法
の
わ
か
る
正
確
な
図
版
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
。
写
真
史
で
は

こ
れ
が
箱
形
レ
フ
カ
メ
ラ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
さ
れ
て
い
る
。
光
学
装
置

と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
ツ
ァ
ー
ン
の
図
版
に
お
い
て
、
基

準
と
な
る
参
照
点
を
持
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ツ
ァ
ー
ン
以
後
の
著
作

家
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
関
す
る
基
本
的
書
物
と
し
て
、『
人
工

の
眼
』
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
用
語
に
関
し
て
は
、
問

題
が
残
っ
た
。
ツ
ァ
ー
ン
は
こ
の
装
置
を
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
呼

ば
ず
、「
人
工
の
眼
」
と
呼
び
、
部
屋
型
の
も
の
を
「
暗
い
場
所
」
と
呼

ん
だ
。

　
十
七
世
紀
の
も
の
に
関
し
て
は
、
フ
ッ
ク
（R

obert H
ooke, 1635-1703

）

に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
ボ
イ
ル
の
助
手
と
し
て
ボ
イ
ル
の
真
空
装
置
を
組

み
立
て
た
フ
ッ
ク
が
、
ボ
イ
ル
の
言
及
す
る
「
持
ち
運
び
可
能
な
箱
形
の

暗
い
部
屋
」
を
組
み
立
て
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
最
初

に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
イ
ル
は
そ
こ
で
は
い
つ
だ
れ
と
い

う
情
報
を
ま
っ
た
く
記
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
可
能
性
は
資
料
の
裏
付
け
を

持
た
な
い
純
粋
の
推
測
に
と
ど
ま
る
点
も
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
顕
微
鏡
に
お
い
て
も
望
遠
鏡
に
お
い
て
も
、
十
七
世
紀
の
科
学

研
究
の
前
景
に
現
れ
た
光
学
装
置
に
関
し
大
き
な
貢
献
を
行
っ
た
フ
ッ

ク
は
、
一
六
六
八
年
八
月
十
七
日
、
王
立
協
会
の
集
会
で
明
る
い
部
屋
で

の
一
種
の
幻
灯
装
置
（
正
確
に
は
複
数
の
鏡
を
使
っ
た
虚
像
装
置
）
を
発
表

し
た

29
。
ハ
リ
ス
は
『
技
術
事
典
』
の
「
オ
ブ
ス
ク
ラ
・
カ
メ
ラ
」
の
項

の
最
後
に
フ
ッ
ク
の
こ
の
発
表
に
触
れ
て
い
る
。
十
七
世
紀
半
ば
で
は
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
用
い
た
シ
ョ
ー
と
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン
を
用
い

た
シ
ョ
ー
の
混
同
は
一
般
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
と
マ
ジ
ッ
ク
・
ラ
ン
タ
ン
の
混
同
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た

こ
の
発
表
に
よ
り
、
フ
ッ
ク
を
「
カ
メ
ラ
・
ル
シ
ー
ダ
」
の
発
明
者
だ
と

す
る
誤
解
も
あ
る
時
期
に
は
存
在
し
て
い
た
が
、「
カ
メ
ラ
・
ル
シ
ー
ダ 

cam
era lucida

」
は
、
十
九
世
紀
初
頭
ウ
ォ
ラ
ス
ト
ン
（W

. H
. W

ollaston, 
1766-1828

）
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
は
ま
っ

た
く
別
の
原
理
に
よ
る
光
学
装
置
で
あ
り
、
我
々
の
探
究
に
は
直
接
的
な

関
係
が
な
い
と
言
っ
て
お
け
ば
よ
い
。

　
フ
ッ
ク
は
一
六
八
〇
年
年
頭
の
集
会
で
光
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た

が
、
そ
の
内
容
は
視
覚
の
原
理
を
説
明
す
る
装
置
と
し
て
携
帯
用
暗
箱
を

取
り
あ
げ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
六
九
四
年
十
二
月
十
九
日
王
立
協
会
の
集

会
で
フ
ッ
ク
は
「
ど
ん
な
も
の
で
も
事
物
の
下
絵
あ
る
い
は
図
を
作
成
す

る
た
め
の
器
具

30
」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
フ
ッ
ク
は
こ
れ
を
た
だ

「
ピ
ク
チ
ャ
・
ボ
ッ
ク
ス
」
と
呼
ん
だ
。

　図 7　フックのピクチャ・ボックス
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図
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も
用
途
に
お
い
て

も
、
ケ
プ
ラ
ー
の
「
暗
い
テ
ン
ト
」
に
類
似
の
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
ク

に
よ
れ
ば
こ
の
「
ピ
ク
チ
ャ
・
ボ
ッ
ク
ス
」
は
、
航
海
者
と
旅
行
者
が
あ

る
地
方
の
景
観
図
、
海
岸
図
を
ト
レ
ー
ス
す
る
の
に
役
立
つ
だ
け
で
は
な

く
、
あ
る
地
方
の
丘
、
街
、
家
々
、
城
、
樹
木
、
植
物
、
動
物
、
船
、
装
置
、

兵
器
等
々
を
正
確
な
図
に
描
く
の
に
役
立
つ
の
で
あ
っ
た
。
技
師
（
職
人
）

と
し
て
の
フ
ッ
ク
の
実
用
的
関
心
が
中
心
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
風
景

の
描
写
、
地
図
や
地
形
図
の
作
成
と
い
う
職
業
的
目
的
に
仕
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。

十
八
世
紀
以
降
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ

　
ク
レ
ー
リ
ー
や
ハ
モ
ン
ド
が
示
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
に
入
る
と

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
人
気
を
博
す
る
こ
と
と

な
る
。
人
一
人
が
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
駕
籠
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
主
義
者
と
し
て
有
名
な
ラ
イ
デ

ン
大
学
数
学
教
授
ス
フ
ラ
ー
フ
ェ
サ
ン
デ
（W

illem
 Jacob 's G

ravesande, 
1588-1724

）
の
『
写
生
の
た
め
の
暗
室
の
利
用
』（
一
七
一
一
）
に
掲
載
さ

れ
た
図
八

31
や
、『
百
科
全
書
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
九
の
左
側
の
タ
イ
プ

の
も
の
が
景
観
・
風
景
の
ス
ケ
ッ
チ
を
描
く
た
め
や
純
粋
に
風
景
の
鮮
明

な
像
を
楽
し
む
た
め
の
も
の
と
し
て
広
ま
っ
た
。
テ
ン
ト
型
の
も
の
に

は
、『
百
科
全
書
』
の
図
版
（
図
九
）

32
の
右
側
の
も
の
の
よ
う
に
机
の
上

に
テ
ン
ト
を
置
き
、
上
半
身
だ
け
テ
ン
ト
の
な
か
に
潜
り
込
む
も
の
や
、

「
は
じ
め
に
」
の
節
に
掲
げ
た
ラ
ー
ド
ナ
ー
の
『
科
学
と
技
術
の
博
物
館
』

（
一
八
五
五
）
に
掲
載
さ
れ
た
や
は
り
人
一
人
が
入
る
こ
と
が
で
き
る
タ

イ
プ
が
存
在
し
た
。

　ケ
プ
ラ
ー
や
ボ
イ
ル
が
証
言
す
る
風
景
を
楽
し
む
た
め
の
大
型
の
部
屋

は
、
十
九
世
紀
の
『
科
学
雑
誌
』
の
表
紙
を
飾
っ
た
図
十
に
図
解
さ
れ
て

い
る

33
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
人
間
が
数
名
以
上
同
時
に
入
る
こ
と

図 8　スフラーフェサンデ（1711）　図 9　百科全書より
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が
で
き
る
観
光
地
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
開
発
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま

で
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。

　十
八
世
紀
に
携
帯
型
光
学
装
置
と
し
て
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
、
商

品
と
し
て
出
ま
わ
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
の
視
覚
を
理
解
す
る
た
め
や
事

物
の
鮮
明
な
画
像
を
楽
し
む
た
め
、
あ
る
い
は
事
物
の
正
確
な
画
像
を
な

ぞ
る
た
め
に
広
く
利
用
さ
れ
た
。

結
び

　
十
八
世
紀
以
降
の
状
況
と
し
て
は
以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
十
八
世
紀

初
頭
ま
で
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
存
在
形
態
を
、
名
称
・
形
態
・
用

途
の
三
点
に
注
目
し
て
、
見
直
し
て
み
よ
う
。

　
ピ
ン
ホ
ー
ル
現
象
そ
の
も
の
は
、
森
の
な
か
で
茂
っ
た
葉
っ
ぱ
の
隙
間

か
ら
地
面
に
落
ち
る
太
陽
の
像
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
と
く
に
暗
い
部
屋

で
な
く
て
も
観
察
さ
れ
る
。
こ
の
現
象
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
昔
か
ら
知

ら
れ
て
い
た
が
、
あ
る
時
期
ま
で
は
光
学
の
テ
ー
マ
と
し
て
大
き
な
注
目

を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
窓
や
ド
ア
を
閉
じ
、
小
さ
な
一
点
の
開
口
部
を
除
き
、
光
が
入
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
し
た
「
暗
い
部
屋
」
を
光
学
と
天
文
学
の
研
究
の
サ
イ
ト
と

し
て
焦
点
化
し
た
の
は
、
十
世
紀
に
活
躍
し
た
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
で
あ
る
。

用
語
と
し
て
も
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
に
当
た
る
ア

ラ
ビ
ア
語
を
用
い
た
。
ア
ル
ハ
ー
ゼ
ン
の
あ
と
、
太
陽
を
観
測
す
る
研
究

の
サ
イ
ト
（
観
測
上
の
工
夫
）
と
し
て
「
暗
い
部
屋
」
は
天
文
学
者
の
間

で
普
通
に
使
わ
れ
た
。

　「
暗
い
部
屋
」
の
開
口
部
に
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の

建
築
家
・
数
学
者
・
自
然
魔
術
師
で
あ
っ
た
。
レ
ン
ズ
を
つ
け
た
「
暗
い

部
屋
」
は
、
像
の
驚
異
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
自
然

魔
術
の
伝
統
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
。
十
七
世
紀
に
入
る
と
、
ケ
プ
ラ

ー
や
ボ
イ
ル
が
証
言
す
る
よ
う
に
、「
驚
異
の
部
屋
」（
ク
ン
ス
ト
カ
マ
ー
）

の
一
種
類
と
し
て
都
市
の
な
か
に
景
観
を
楽
し
む
た
め
の
部
屋
型
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
各
地
に
設
置
さ
れ
た
。

　
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
に
新
し
い
次
元
を
も
た
ら
し

た
の
は
、
ケ
プ
ラ
ー
で
あ
る
。
ケ
プ
ラ
ー
は
、
人
間
の
眼
球
が
外
界
か
ら

　図 10　部屋型カメラ・オブスクラ
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受
け
取
る
視
覚
像
は
、
中
世
の
光
学
／
視
覚
論
の
伝
統
が
主
張
す
る
よ

う
な
眼
球
の
表
面
に
で
き
る
と
さ
れ
た
正
立
像
で
は
な
く
、
眼
球
の
背
後

の
網
膜
に
で
き
る
倒
立
像
で
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。
近
代
光
学
／
視

覚
論
の
出
発
点
を
与
え
た
ケ
プ
ラ
ー
の
こ
の
発
見
を
導
い
た
の
は
、
人
間

の
眼
球
と
レ
ン
ズ
付
き
の
「
暗
い
部
屋
」
と
の
対
比
で
あ
っ
た
。
眼
球
の

水
晶
体
が
レ
ン
ズ
、
眼
球
全
体
が
暗
い
部
屋
、
そ
し
て
網
膜
上
の
像
が
ス

ク
リ
ー
ン
に
映
る
像
に
比
さ
れ
た
。
ケ
プ
ラ
ー
は
網
膜
に
で
き
る
像
を 

pictura 

と
名
づ
け
、
想
像
力
の
な
か
に
存
在
す
る
と
さ
れ
た im

ago 

と

は
全
く
別
物
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
現
実
に
ス
ク
リ
ー
ン
（
や
そ
れ
に
匹

敵
す
る
も
の
）
上
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
るpictura

を
光
学
研
究
の
対

象
と
な
し
た
。

　
こ
の
「
暗
い
部
屋
」
に
対
し
、
ケ
プ
ラ
ー
は
、
閉
じ
た
部
屋
、
ま
た
は

カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
使

用
回
数
の
少
な
さ
（
た
っ
た
の
二
回
）
に
よ
り
専
門
用
語
と
し
て
使
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
ケ
プ
ラ
ー
の
発
見
に
導
か
れ
て
、
太
陽
黒
点
の
観
測
な
ら
び
に
人
間
の

視
覚
の
研
究
に
「
暗
い
部
屋
」
を
活
用
し
た
の
は
、
ガ
リ
レ
オ
の
論
敵
シ

ャ
イ
ナ
ー
（C

hristoph Scheiner, 1573-1650

）
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
イ
ナ
ー

は
『
眼
、
す
な
わ
ち
光
学
の
基
礎
』（
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
、
一
六
一
九
）
の

第
三
巻
第
一
部
第
五
章
で
ケ
プ
ラ
ー
の
研
究
を
引
き
継
い
で
「
暗
い
場

所
」
で
の
光
学
現
象
を
取
り
あ
げ
て
い
る

34
。
こ
の
箇
所
を
デ
カ
ル
ト
の

自
然
学
上
の
師
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
サ
ー
ク
・
ベ
ー
ク
マ
ン
（Isaac 

B
eeckm

an, 1588-1637

）
は
一
六
三
〇
年
五
月
二
十
八
日
付
の
日
誌
で
「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
言
い
直
し
て
取
り
あ
げ
比
較
的
長
い
ノ
ー
ト
を

つ
け
て
い
る

35
。
ベ
ー
ク
マ
ン
は
日
誌
中
で
少
な
く
と
も
七
回
「
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
を
用
い
て
お
り
、
光
学
上
の
専
門
用
語

と
し
て
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
を
使
い
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　
ケ
プ
ラ
ー
や
シ
ャ
イ
ナ
ー
の
研
究
を
引
き
継
い
で
、
眼
球
と
「
暗
い
部

屋
」
の
比
較
を
一
般
読
者
に
も
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト

の
『
屈
折
光
学
』（
一
六
三
七
）
で
あ
る
。
有
名
な
第
五
講
「
眼
底
に
形

作
ら
れ
る
像
（im

ages

）
に
つ
い
て
」
で
デ
カ
ル
ト
は
、
レ
ン
ズ
の
代
わ

り
に
「
死
ん
だ
ば
か
り
の
人
の
眼
、
が
な
け
れ
ば
牛
か
な
に
か
ほ
か
の
大

型
の
動
物
の
眼
」
を
（
眼
底
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
な
る
よ
う
に
処
理
し
た
上
で
）

「
暗
い
部
屋
」
の
開
口
部
に
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

非
常
に
有
名
に
な
っ
た
挿
絵
（
図
十
一
）
を
付
し
て
い
る

36
。

　こ
の
挿
絵
は
、
本
文
と
切
り
離
さ
れ
て
い
ろ
ん
な
場
所
で
使
わ
れ
て
い

る
。
挿
絵
だ
け
を
見
る
と
、
黒
の
背
景
の
な
か
に
描
か
れ
た
首
か
ら
上
だ

け
の
人
間
は
、
見
る
主
体
と
し
て
の
魂
（
脳
の
な
か
の
観
察
者
）
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
の
本
文
に
明

図 11　デカルト『屈折光学』（1637）より
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ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
眼
球
付
き
の
「
暗
い
部
屋
」
で
観
察
し
て
い

る
実
在
の
人
間
で
あ
る
。
一
般
の
レ
ン
ズ
の
代
わ
り
に
人
間
ま
た
は
牛
の

眼
球
を
使
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
普
通
の
「
暗
い
部
屋
」
を

描
い
て
い
る
。
こ
の
「
暗
い
部
屋
」
を
デ
カ
ル
ト
は
、「
完
全
に
閉
め
き

っ
た
部
屋
の
う
ち
で
、
一
つ
の
穴
だ
け
を
残
し
、
こ
の
穴
の
前
に
レ
ン
ズ

の
形
を
し
た
ガ
ラ
ス
を
お
き
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
お
り
、「
カ
メ

ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
特
別
な
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。

　
光
学
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
光

学
研
究
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
プ
リ
ズ
ム
を
使
っ
た
「
決
定
的
実
験
」
も

ま
さ
に
「
暗
い
部
屋
」
の
な
か
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
も
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
く
特
別
な
言
葉
で
は
呼
ん
で
い
な
い
。

　
ク
レ
ー
リ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
、
観

察
者
か
ら
独
立
し
た
像
そ
の
も
の
の
自
立
性
と
魅
力
を
確
立
し
、
イ
メ
ー

ジ
の
世
紀
へ
の
道
を
つ
け
た
。
こ
れ
を
像
そ
の
も
の
の
対
象
か
ら
の
分
離

と
呼
ん
で
お
け
ば
、
光
学
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
は
、

光
線
を
分
離
す
る
た
め
の
状
況
・
工
夫
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
研
究
の
サ
イ
ト
と
し
て
の
「
暗
い
部
屋
」
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
っ
た
特
別
な
表
現
は
必
要
で
は
な
く
、
デ
カ

ル
ト
の
言
葉
の
よ
う
に
、
部
屋
を
暗
く
し
て
一
点
の
小
開
口
部
を
除
き
光

が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
あ
る
い
は
人
工
の
光
源
が
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
現
在
で
は
、
暗
室
で
○
○
の
光
源
を
用
い
て
、
と
い
う
ふ
う
に

表
現
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
だ
け
で

は
な
く
、
現
在
で
も
一
般
的
に
は
そ
う
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
は
、
携
帯
型
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
本
文

中
で
記
し
た
よ
う
に
、
持
ち
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る
箱
形
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ

ス
ク
ラ
は
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
献

資
料
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
ド
レ
ベ
ル
が
最
初
で
あ
る
が
、
簡
単
な
装

置
な
の
で
、
そ
れ
以
前
に
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で

は
な
い
が
、デ
ラ
・
ポ
ル
タ
の
レ
ン
ズ
付
き
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
、

レ
ン
ズ
付
き
の
暗
い
部
屋
で
あ
っ
て
、
十
六
世
紀
に
写
真
機
の
祖
先
で
あ

る
レ
ン
ズ
付
き
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
発
明
さ
れ
て
い
た
と
い
う

一
般
書
に
よ
く
あ
る
発
明
物
語
は
裏
付
け
を
持
た
な
い
誤
解
で
あ
る
こ

と
は
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
十
七
世
紀
が
進
む
に
つ
れ
、
写
生
の
た
め
や
映
像
を
楽
し
む
た
め
の
光

学
装
置
と
し
て
の
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
は
広
が
り
を
見
せ
、「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
フ
レ
イ
ズ
も
一
定
範
囲
で
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
が
、
ツ
ァ
ー
ン
が
そ
れ
を
「
人
工
の
眼
」
と
呼
ん
だ
こ

と
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
用
法
が
固
ま
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　
十
八
世
紀
に
入
り
、
技
術
と
科
学
の
百
科
事
典
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス

ク
ラ
」
の
項
目
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
光
学
装
置
の
販
売
カ
タ
ロ

グ
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
が
普
通
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と 

37
、
一
般
読
者
の
間
に
も
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
は
レ
ン
ズ
付
き

の
箱
形
光
学
装
置
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
広
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で

き
よ
う
。
し
か
し
、『
百
科
全
書
』
が
「
暗
い
部
屋 C

ham
bre O

bscure

」

を
採
用
し
た
こ
と
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
国
語
で
暗

い
部
屋
や
閉
じ
た
部
屋
（dark room

, dark cham
ber, cham

bre obscure, 
cham

bre close, D
unkle K

am
m

er, Finstere K
am

m
er et c.

） 

と
ふ
つ
う
に
表

現
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
使
用
状
況
は

十
九
世
紀
の
間
続
き
、
二
十
世
紀
に
も
残
っ
て
い
る

38
。

　
人
間
の
手
に
し
た
光
学
機
器
と
い
う
こ
と
で
は
、
カ
メ
ラ
す
な
わ
ち
写

真
機
の
発
明
は
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
大
き
く
、
カ
メ
ラ
の
前
身
と
し
て
の
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「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
理
解
は
、「
カ
メ
ラ
」
と
い
う
単
語
の

な
か
に
棲
み
つ
い
て
い
る
。
日
常
言
語
の
な
か
に
定
着
し
た
そ
う
し
た
理

解
を
、
今
回
の
私
の
こ
う
し
た
歴
史
研
究
が
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
、
歴
史
記
述
に
お
い
て
用
語
使
用
の
細
心
さ
は
必
要
で
あ
り
、
不
用

意
に
「
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
」
と
い
う
用
語
は
用
い
な
い
方
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

謝
辞
：
こ
の
研
究
は
、
平
成
二
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〜
平
成
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年
度
科
学
研
究
費
補
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金
基
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研
究
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Ｂ
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西
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に
お
け
る
知
覚
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パ
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イ
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と
表
象
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
研
究
代
表

者
：
山
口
裕
之
、課
題
番
号
：26284046

）
の
支
援
を
受
け
て
行
わ
れ
た
。

支
援
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
研
究
代
表
者
の
山
口
裕
之
氏
、
な
ら
び
に

研
究
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担
者
の
方
々
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し
て
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世
話
い
た
だ
い
た
関
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者
の
方
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に
謝

意
を
表
す
る
。
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譜
に
関
し
て
は
、
次
を
参
照

の
こ
と
。
吉
本
秀
之
「
ハ
リ
ス
『
技
術
事
典
』
の
起
源
」『
化
学
史
研
究
』
第
四
一
巻
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（
二
〇
一
四
）:  

二
〇
─
三
六
頁
。 

な
お
、
ハ
リ
ス
『
技
術
事
典
』
に
は
ノ
ン
ブ
ル
が
な

い
。
従
っ
て
、注
に
お
い
て
も
当
該
ペ
ー
ジ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、御
海
容
あ
れ
。

9
　E. C

ham
bers, C

yclopaedia, London, 1728, vol.1, p.143 “C
am

era O
bscura, 

D
ark C

ham
ber”.

10
　C

ham
bers, C

yclopaedia, “Eye”, pp.377-9,  “A
rtificial Eye”, p.379.
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　A

. I. Sabra, “Ibn al-H
aytham

”, in D
ictionary of Scientific B

iography, vol.6, 

1972. 
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　G

em
m

a Frisius, D
e radio astronom

ica &
 geom

etrico liber, A
ntverpia, 1545, 

p.4. See O
laf B

reidbach, K
errin K

linger and M
atthias M

üller, C
am

era O
bscura: D

ie 

D
unkelkam

m
er in ihren historischen E

ntw
icklung, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 

2013, p.120.

　
な
お
、
手
で
持
ち
運
び
す
る
こ
と
の
で
き
る
比
較
的
小
さ
な
ピ
ン
ホ
ー

ル
カ
メ
ラ
は
、
閉
じ
た
箱
の
前
面
に
小
穴
を
開
け
た
だ
け
の
物
体
で
あ
り
、
そ
の
起
源

や
展
開
の
歴
史
を
研
究
の
対
象
と
す
る
の
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て

は
先
行
研
究
に
も
言
及
は
な
く
、
こ
こ
で
も
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

13
　G

iam
battista della Porta, M

agiae N
aturalis, N

apoli, 1558;  1589; English 

Translation by Thom
as Young as N

atural M
agick by John B

aptista Porta, London, 

1658, pp.363-4.

　   

　

14
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laf B
reidbach, K

errin K
linger and M

atthias M
üller, C

am
era O

bscura, 

Stuttgart, 2013 ;  W
olfgang Lefèvre (ed.), Inside the C

am
era O

bsucura: O
ptics and 

A
rt under the Spell of the Projected Im

age, 2007.   

フ
ィ
リ
ッ
プ
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ス
テ
ッ
ド
マ

ン
『
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
カ
メ
ラ : 

光
と
空
間
の
謎
を
解
く
』
鈴
木
光
太
郎
訳
、
新
曜
社
、

二
〇
一
〇
年
。; 

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ
ッ
ク
ニ
ー
『
秘
密
の
知
識 : 

巨
匠
も
用
い
た
知
ら

れ
ざ
る
技
術
の
解
明
』
青
幻
舎
、
二
〇
一
〇
年
。

15
　D

aniele B
arbaro, L

a Practica della Perspectitva, Venice, 1568.

16
　G

iovanni B
attista B

anedetti, D
iversarum

 Speculationem
 M

athem
aticarum

 et 

Physicarum
 L

iber, Turin, 1585.

17
　Johannes K

epler, A
d V

itellionem
 paralipom

ea, Frankfurt, 1604, p.181 ; 

Johannes K
epler, O

ptics: Paralipom
ena to W

itelo &
 O

ptical Part of A
stronom

y, 

translated by W
illiam

 H
. D

onahue, Santa Fe: G
reen Lyon, 2000, p.194.

18
　H

enry W
otton, R

eliquiae W
ottonianae, London, 1651, pp.413-4. 

19
　Johannes K

epler, A
d V

itellionem
 paralipom

ea, Frankfurt, 1604, Index &
 p.51. 

20
　Johannes K

epler, D
iopritice, A

ugusburg, 1611, p.16.

21
　
ケ
プ
ラ
ー
の
光
学
に
関
す
る
先
行
研
究
は
数
多
い
。
こ
こ
で
は
以
下
を
挙
げ

て
お
く
。Stephen Straker, “K

epler, Tycho, and 'The O
ptical Part of A

stronom
y: 

The G
enesis of K

epler's Theory of Pinhole Im
ages,” A

rchive for H
istory of E

xact 

Sciences, 24(1981): 267-293 ; A
lan Shapiro, “Im

ages: R
eal and V

irtual, Projected 

and Perceived, from
 K

epler to D
escartes,” E

arly Science and M
edicine, 13(2008): 

270-312 ; Sven D
upré, “Inside the C

am
era O

bscura: K
epler’s Experim

ent and 

Theory of O
ptical Im

agery,” E
arly Science and M

edicine, 13(2008): 219-244 ; 

Sven D
upré, “K

epler’s optics w
ithout hypotheses,” Synthese, 185(2012): 501-525 

; Sven D
upré and M

ichael K
orey, “Inside the K

unstkam
m

er: the circulation of 

optical know
ledge and instrum

ents at the D
resden C

ourt,” Studies in H
istory 

and Philosophy of Science, 40(2009): 405-420 ; Isabelle Pantin, “ Sim
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species, form
a, im
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am

era O
bscura?: 

D
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onceptions of R
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古
代
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ケ
プ
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視
覚
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光
学
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の
基
本
と
し
て
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avid C
. 

Lindberg, T
heory of V

ision from
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indi to K

epler, C
hicago: C

hicago U
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行
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は
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中
一
郎
「
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ト
ン
光
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の
成
立
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の
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著
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田
中
一
郎
「
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プ
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ー
光
学
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と
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代
視
覚
理
論
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立
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座

　
科
学
史
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、
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光
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史
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憲
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問
題
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〇
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２
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〇
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p.133. 

シ
ャ
イ
ナ
ー
の
光
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ed. V
erein 
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C
am

era O
bscura,” Stadarchiv Ingolstadt, 1991, pp.144-146.
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カ
ル
ト
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屈
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光
学
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木
靖
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水
野
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共
訳
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デ
カ
ル
ト
著
作
集
１
』（
白
水
社
、一
九
七
三
年
）
一
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八
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〇
頁
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37
　
十
八
世
紀
ロ
ン
ド
ン
の
有
名
な
器
具
製
造
業
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ダ
ム
ス
親
子

（G
eorge A

dam
s the elder, c.1709-1773; G

eorge A
dam

s the younger, 1750-1795

）

の
商
品
カ
タ
ロ
グ
に
は
光
学
機
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の
ひ
と
つ
と
し
て
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。John R

. M
illburn, A
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ent M
aker to K
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G
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ldershot: A
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一
六
四
五
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オ
ラ
ン
ダ
船
に
積
み
込
ま
れ
長
崎
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に
届
い
た
荷
物
に
「
写
真
鏡
」（
光
学
装
置
と
し
て
の
持
ち
運
び
可
能
な
箱
形
カ
メ
ラ
・

オ
ブ
ス
ク
ラ
に
対
し
て
日
本
人
が
選
ん
だ
訳
語
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

初
期
近
代
に
お
け
る
レ
ン
ズ
産
業
の
先
進
国
オ
ラ
ン
ダ
で
は
ド
レ
ベ
ル
や
ホ
イ
ヘ
ン
ス

父
以
降
、
十
七
世
紀
前
半
と
い
う
時
点
で
箱
形
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
が
商
品
と
し
て

市
場
に
出
回
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
事
実
で
あ
る
。
中
川
邦
昭
『
映
像
の
起
源
』

五
八
頁
。

38
　O

laf B
reidbach, K

errin K
linger and M

atthias M
üller, C

am
era O

bscura, 

pp.16-17.
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１
．
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
と
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

　　
ポ
ー
を
議
論
し
た
比
較
的
近
年
の
研
究
の
な
か
で
も
、
ジ
ョ
ナ
サ

ン
・
オ
イ
ア
ー
バ
ッ
ク
に
よ
るT

he R
om

ance of Failure: First-Person 

Fictions of Poe, H
aw

thorne, and Jam
es (1989) 

が
優
れ
て
い
る
の
は
、

ポ
ー
の
作
品
に
支
配
的
な
一
人
称
の
語
り
が
、
一
人
称
の
語
り
の
有
効
性

を
証
し
だ
て
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
構
造
の
破
綻
を
照
射
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
オ
イ
ヤ
ー
バ
ッ
ク
は
ま
た
、「
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
ペ
ー
パ
ー
の
書
き
方
」
に
お
い
て
ポ
ー
が
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
言
説
構
築
の
あ
り
か
た
と
実
際

の
語
り
と
の
乖
離
を
、
エ
マ
ソ
ン
の
「
透
明
な
眼
球
」
を
パ
ロ
デ
ィ
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
と
主
張
し
て
も
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
が
一

人
称
の
語
り
で
成
り
立
つ
ポ
ー
の
諸
作
品
は
、
語
り
の
形
式
や
構
造
が
そ

れ
自
体
と
一
致
す
る
様
を
描
く
の
で
は
な
く
、
一
人
称
の
語
り
が
破
綻

し
、
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
他
な
る
も
の
に
変
じ
る
様
を
描
い
て
い
る
の
だ

と
、
オ
イ
ヤ
ー
バ
ッ
ク
は
正
し
く
指
摘
し
て
い
る

1
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
に
よ
る

エ
ッ
セ
イ
や
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
詩
、
あ
る
い
は
ヘ
ン
リ

ー
・
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ソ
ロ
ー
の
『
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
な
ど
、
一
人
称
体

の
語
り
と
し
て
構
築
さ
れ
、
し
ば
し
ば
作
者
や
詩
人
と
テ
ク
ス
ト
の
語
り

エ
ド
ガ
ー
・
Ａ
・
ポ
ー
と
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二

　

手
の
声
が
一
致
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
十
九
世
紀
半
ば

の
他
の
ア
メ
リ
カ
作
家
た
ち
の
作
品
と
ポ
ー
の
作
品
と
は
、
同
じ
形
式
の

こ
と
な
っ
た
ふ
た
つ
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い

わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
語
り
や
声
と
語
ら
れ
る
内

容
の
一
致
を
一
人
称
体
の
形
式
で
作
品
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
国
家
や
共

同
体
を
代
表
す
る
語
り
の
意
味
そ
の
も
の
が
語
る
主
体
に
よ
っ
て
定
義

さ
れ
う
る
と
の
前
提
を
示
し
て
い
る
。
国
民
を
啓
蒙
す
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
な
思
想
家
と
し
て
の
エ
マ
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ

リ
ス
ト
た
ち
の
語
り
は
、
そ
れ
が
目
指
す
意
味
を
語
り
そ
の
も
の
の
指
示

対
象
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
読
者
に
要
求
す
る
形
式
で
あ
る
。「
ブ

ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
・
ペ
ー
パ
ー
の
書
き
方
」
そ
の
他
で
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ

リ
ス
ト
を
し
ば
し
ば
パ
ロ
デ
ィ
し
揶
揄
し
た
ポ
ー
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル

な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
自
ら
の
語
り
や
そ
の
語
り
の
内
容
と
な
る
出
来
事

そ
の
も
の
の
異
質
性
に
驚
き
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
を
経

験
す
る
様
を
強
調
し
た
。
Ｆ
・
Ｏ
・
マ
シ
ー
セ
ン
が
、
二
十
世
紀
半
ば
以

降
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
方
向
性
に
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
著
書

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
代
表
す
る
文
人
た
ち
の
な
か
に
ポ
ー
を
含

め
な
か
っ
た
こ
と
は
、
文
学
史
上
の
大
事
件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
の
代
表
と
し
て
の
語
り
や
声
、
そ
れ
が
生
成
す
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る
意
味
の
純
粋
性
に
た
い
す
る
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
の
信

念
を
、
一
人
称
の
語
り
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
結
果
と
の
乖
離
を
強
調
す
る

ポ
ー
が
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
ポ
ー
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
ル
な
声
と
言
語
と

の
一
致
そ
の
も
の
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が
文
学
研
究
に
お

け
る
民
主
主
義
を
擁
護
し
持
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
執
筆
さ
れ
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
ポ
ー
の
南
部
人
と
し
て
の
政
治
的
な
立
場
を
勘
案
し

な
い
と
し
て
も
、
エ
マ
ソ
ン
や
ソ
ロ
ー
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
同
じ
よ
う

な
意
味
で
ポ
ー
が
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
代
表
し
え
な

い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
・
カ
ー
ロ
ス
・
ロ
ー
は
、A

t 

E
m

erson’s Tom
b: T

he Politics of C
lassic A

m
erican L

iterature (1997)

に
お
い
て
、
ポ
ー
が
人
種
差
別
主
義
者
で
あ
っ
た
か
否
か
を
考
察
し
つ
つ

過
去
の
実
証
的
な
議
論
を
綿
密
に
た
ど
り
、
マ
シ
ー
セ
ン
は
た
ん
に
ポ
ー

を
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
の
結
論
に
た
ど
り
つ
い
て
い
る

2
。
も
し
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
が
実
在
の
歴
史
的
事
件
と
し
て
マ
シ
ー
セ
ン
の
著
作
に
先
立
っ

て
あ
り
、
そ
の
一
部
を
マ
シ
ー
セ
ン
が
著
作
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
拒
ん

だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
大
事
件
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
は
、
マ
シ
ー
セ

ン
の
著
作
に
先
行
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
た
歴
史
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ー
が
ア
メ
リ
カ
・

ロ
マ
ン
派
と
よ
ば
れ
る
に
相
応
し
い
作
家
だ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た

文
学
史
的
な
事
実
確
認
は
、
作
者
と
し
て
の
ポ
ー
や
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
へ

の
評
価
の
あ
り
か
た
を
左
右
す
る
こ
と
が
ら
で
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
逆

に
い
え
ば
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

と
い
う
レ
ト
リ
カ
ル
な
装
置
は
、
ポ
ー
の
語
り
手
た
ち
が
し
ば
し
ば
誤
っ

た
自
己
規
定
を
試
み
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の

自
己
規
定
を
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
り
、
ポ
ー
の
登

場
人
物
た
ち
に
よ
る
語
り
に
似
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
な
に
も
の
か
を
結

果
と
し
て
つ
ね
に
喚
起
し
、
差
異
に
よ
る
意
味
生
成
を
う
な
が
す
種
類
の

も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と

い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
エ
マ
ソ
ン
ら
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
の

レ
ト
リ
ッ
ク
と
同
種
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
文
脈
に
応
じ
て

歴
史
的
現
実
や
実
在
に
す
り
替
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
実
際
に

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
を
実
在
で
あ
る
と
考
え
る
読
者
は
存

在
す
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
事
実
性
を
指
し
示
す
言
説
と
し
て
流
通
し

続
け
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ
る
他
な
る
歴
史
の
可
能
性
と

そ
れ
に
関
す
る
議
論
を
つ
ね
に
喚
起
し
続
け
る
こ
と
も
至
極
当
然
だ
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
は
あ

る
種
の
権
力
と
結
び
つ
い
た
特
殊
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て

お
そ
ら
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
説
教
や
ジ
ャ
ー
ナ

ル
、
自
伝
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
声
や
実
在
と
語
り
を
同
一
視
す

る
ア
メ
リ
カ
的
伝
統
に
連
な
る
も
の
だ
と
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。

　２
．
始
ま
り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

 

　
七
十
年
前
に
出
版
さ
れ
た
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が
そ
の

後
の
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
九
年
に

出
版
さ
れ
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
・
マ
イ
ケ
ル
ズ
、
ド
ナ
ル
ド
・
ピ
ー
ズ
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ら
に
よ
るT

he A
m

erican R
enaissance R

econsidered (1985)

、 

デ
ィ
ヴ

ィ
ッ
ト
・
レ
ナ
ル
ズ
に
よ
る B

eneath the A
m

erican R
enaissance(1989)

な
ど
で
の
再
評
価
を
経
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い

る
。
ピ
ー
ズ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
は
そ
れ
自
体

を
た
え
ず
再
生
産
し
続
け
る
無
時
間
的
な
装
置
で
も
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ

ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
あ
る
い
は
概
念
は
反
復
し
て
再
生
産

さ
れ
続
け
る

3
。

　
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ア
ラ
ク
はT

he A
m

erican R
enaissance R

econsidered

に
収
め
ら
れ
た
マ
シ
ー
セ
ン
に
つ
い
て
の
論
考“F. O

. M
atthiessen: 

A
uthorizing an A

m
erican R

enaissance”

で
、
共
産
主
義
や
同
性
愛
者

に
共
感
す
る
異
端
の
民
主
主
義
支
持
者
に
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授

で
も
あ
っ
た
マ
シ
ー
セ
ン
本
人
に
お
け
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
著
者
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
に
似
た
形
で
、「
ア
メ
リ

カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
あ
る
種
の
曖
昧
さ
を

帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
も
い
る

4
。
そ
う
し
た
曖
昧
さ
は
、
具
体
的

な
対
象
を
か
な
ら
ず
し
も
名
指
し
得
な
い
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
レ

ト
リ
ッ
ク
が
持
つ
宿
命
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
が
一
九
二
三
年
のStudies in C

lassic A
m

erican 

L
iterature

序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
』
出
版
の
わ
ず
か
二
十
年
以
前
に
は
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
作
家
た

ち
は
真
剣
な
読
書
の
対
象
と
な
る
価
値
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た 

5
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
十
九
世
紀
文
学
や
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
性
は
、
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
の
自
己
規

定
の
試
み
で
あ
る
以
外
に
は
、
確
固
と
し
た
存
在
論
的
基
盤
を
持
ち
得
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
段
階
で
、
ア
メ
リ
カ
文
学

は
捨
て
ら
れ
た
嬰
児
の
よ
う
に
放
置
さ
れ
、
い
ま
だ
に
見
い
だ
さ
れ
て
は

い
な
か
っ
た
と
、
ロ
レ
ン
ス
は
同
書
の
序
文
で
指
摘
し
て
い
る

6
。
そ
れ

か
ら
二
十
年
後
の
段
階
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が

す
で
に
実
際
の
歴
史
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ハ
ー

マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
や
イ
マ
ジ
ス
ト
ら
に
よ
る
エ
ミ

リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
発
見
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
ら
ア
メ
リ
カ
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
評
価
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
の
発
見
、
ヴ
ァ
ー
ノ
ン
・
Ｌ
・
パ
リ

ン
ト
ン
に
よ
るM

ain C
urrents in A

m
erican T

hought (1927)

や
グ
ラ
ン

ヴ
ィ
ル
・
ヒ
ッ
ク
ス
に
よ
る T

he G
reat Tradition(1933, 35)

、
マ
シ
ー
セ

ン
のA

m
erican R

enaissance (1941)

、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ケ
イ
ジ
ン
に

よ
るO

n N
ative G

round G
rounds (1942)

な
ど
の
出
版
に
よ
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
文
学
、
文
化
と
文
学
史
が
国
内
外
に
お
け
る
世
界
的
あ
る
い
は
国

際
的
な
評
価
の
対
象
と
な
り
始
め
る
の
は
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
こ
と

だ
っ
た
。
文
学
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
の
基
礎
を
築
い
た
マ

シ
ー
セ
ン
の
著
作
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
研
究
の
開
始
か
ら
わ
ず
か
二
十
年

足
ら
ず
の
う
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
起
源
を
エ
マ
ソ
ン
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
、

ソ
ロ
ー
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
と
い
う
五
人
の
作
家
・
詩
人
た

ち
と
そ
の
作
品
に
見
い
だ
し
た
こ
と
に
な
る
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
は
、
十
九
世
紀
半
ば
と
二
十
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け

る
新
た
な
始
ま
り
を
意
味
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
し
た
が
っ
て
き

わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
二
重
の
意
味
に
お
い
て
「
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
」
を
提
示
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る

7
。

　
ひ
と
つ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
で
き
ご
と
と
し
て
の
「
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
」
に
比
肩
し
う
る
ア
メ
リ
カ
的
な
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
で
あ

る
。
ア
ラ
ク
が
上
記
論
考
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
を
代
表

と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
理
論
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的
基
盤
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
た
マ
シ
ー
セ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義

的
な
観
点
か
ら
十
四
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
十
九
紀
ア
メ
リ
カ
と
い
う
特

定
の
歴
史
的
な
場
所
と
時
代
と
を
名
指
そ
う
と
し
て
い
た

8
。
し
か
し
他

方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
や
ア
メ
リ
カ
十
九
世

紀
に
お
け
る
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
が
、
ピ
ー
ズ
が
述
べ
る
よ
う
に
つ
ね
に

再
生
で
あ
り
新
し
い
出
発
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
前
者
の
よ

う
な
歴
史
的
特
定
性
か
ら
つ
ね
に
逃
れ
で
た
、
特
定
の
言
及
対
象
を
持
た

な
い
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
ロ
レ
ン
ス
が『
ア
メ
リ
カ
ン
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
に
先
立
つStudies in C

lassic A
m

erican L
iterature

で

す
で
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
つ
ね
に
新
し
い
出
発
で
あ
る
が

ゆ
え
に
起
源
の
否
定
を
含
意
し
、
そ
れ
自
体
と
一
致
し
え
な
い
否
定
的
性

質
を
帯
び
ざ
る
を
え
な
い

9
。
し
た
が
っ
て
、
再
生
す
る
べ
き
何
も
の
か

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
再
生
が
目
指
す
べ
き
な

に
も
の
か
と
の
差
異
は
構
造
的
に
永
続
化
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
差
異
が
孕

む
意
味
作
用
の
ず
れ
を
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
は
レ
ト
リ

ッ
ク
と
し
て
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
内
包
し
て
い
る
。
ロ
レ
ン
ス
ら
に
よ

る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
の
一

般
的
な
再
評
価
は
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
興
味
か

ら
生
ま
れ
で
た
と
い
う
よ
り
も
、
二
十
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
、
ロ
レ
ン
ス

が
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
冒
頭
で
指
摘
す
る
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
自
壊
に
次
い
で
起
き
た
ア
メ
リ
カ
と
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
の
政

治
的
・
文
化
的
重
要
性
の
増
大
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
「
文
化
」
の
一
致
が
当
然
と
さ
れ
る
状
況
が
破
綻

し
差
異
に
よ
る
意
味
生
成
が
必
然
的
と
な
っ
た
状
況
と
「
ア
メ
リ
カ
ン
・

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
ロ
レ
ン
ス
が“over the verge”

と
呼
ぶ
現
代
的
な
芸
術
と
そ
の
意
味
生
成
装
置
が
一
般
に
認
知
さ
れ
る

に
際
し
て
、
密
か
な
共
犯
関
係
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

10
。

　『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
を
起
源
と
し
て
批
判
す
る
形
で
、

ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
キ
ャ
ノ
ン
の
読
み
直
し
が
現
在
ま
で
続
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
マ
シ
ー

セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
作
家
・
詩
人
の
選
択

や
明
ら
か
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
デ
ィ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｓ
・
レ
ナ
ル
ズ
（D

avid S. R
eynolds

）
に
よ
るB

eneath 

the A
m

erican R
enaissance: T

he Subversive Im
agination in the A

ge of 

E
m

erson and M
elville(1989)

な
ど
を
代
表
と
す
る
様
々
な
新
し
い
批
評

に
よ
っ
て
、
人
種
、
性
差
、
階
級
の
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
芸
術
の
ジ
ャ

ン
ル
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
脱
構
築
し
よ
う
と
す
る
観
点
か
ら
批

判
に
晒
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る

11
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
読
み
直
し
の
過
程
そ
の
も
の
が
、
マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
「
ア
メ

リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
同
じ
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し

て
の
歴
史
改
変
の
契
機
、
た
と
え
ば
サ
ク
バ
ン
・
バ
ー
コ
ビ
ッ
チ
が
議
論

し
た
「
エ
レ
ミ
ア
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
や
捕
囚
体
験
譚
の
レ
ト
リ
ッ
ク
な
ど

を
通
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
新
た
な
議
論
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う

る
よ
う
な
歴
史
や
歴
史
性
そ
の
も
の
が
そ
れ
ら
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
ら
も
ま
た
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
同
様
の
差
異

化
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
反
復
と
な
っ
て
お
り
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
『
ア
メ
リ
カ

ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
冒
頭
で
注
目
し
て
も
い
る
エ
マ
ソ
ン
の
「
対
立
項
」

（“opposites”

）
に
類
似
し
た
、
ア
メ
リ
カ
現
代
の
文
学
史
形
成
に
お
け
る

あ
ま
り
に
も
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説
と
歴
史
と
の
同
語
反
復
的

な
関
係
性
と
そ
の
矛
盾
を
際
立
た
せ
る
の
み
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か

12
。
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３
．「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
曖
昧
さ

　　
上
記
の
よ
う
な
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
や
ア
メ
リ
カ
文

学
史
形
成
一
般
に
お
け
る
曖
昧
さ
は
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
二
十
世
紀
半

ば
の
冷
戦
初
期
に
マ
シ
ー
セ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
状
況
や
新
批

評
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
と
は
い
え
な
い

13
。
エ
マ
ソ

ン
が
イ
ギ
リ
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
ア
メ
リ
カ
に

移
入
す
る
に
際
し
て
、“The A

m
erican Scholar” 

、“N
ature”

な
ど
の
エ

ッ
セ
イ
で
そ
れ
を
歴
史
的
な
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
位
置
づ
け
、

ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
が
エ
マ
ソ
ン
の
思
想
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で

ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
我
と
自
我
と
の
合
一
や
自
我
と
ア
メ
リ
カ

的
自
然
と
の
合
一
を
国
家
の
基
盤
と
す
る
詩
学
を
実
践
す
る
に
あ
た
り
、

詩
作
品
以
外
に“D

em
ocratic V

istas”

な
ど
の
民
主
主
義
国
家
論
を
著
し

た
こ
と
な
ど
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
」
の
時
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
は
、
国
家
の
存
立
や
国
家

の
歴
史
の
基
盤
と
な
り
う
る
存
在
や
存
在
論
の
確
立
を
目
指
す
形
で
ひ

と
ま
ず
は
構
築
さ
れ
た
。
マ
シ
ー
セ
ン
に
ア
ラ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
な
共

産
主
義
へ
の
共
感
者
、
同
性
愛
者
と
し
て
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
や
葛
藤
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
』
そ
の
も
の
は
、
エ
マ
ソ
ン
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
「
民
主
主
義
」

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
存
在
論
的
な
基
盤
と
し
て
の
「
自
我
」
の
思
想

を
反
復
し
、
自
我
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
自
然
と
の
主
客
の
一
致
や
批
評

家
と
作
家
と
の
心
理
学
的
な
シ
ン
パ
シ
ー
に
国
家
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
の
「
民
主
主
義
」
の
基
盤
を
見
い
だ
す
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば

“dem
ocracy”

と
い
う
言
葉
で
文
が
締
め
く
く
ら
れ
る
マ
シ
ー
セ
ン
の
、

極
め
て
政
治
的
と
感
じ
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
上
述

の
よ
う
な
十
九
世
紀
と
二
十
世
紀
半
ば
と
の
同
語
反
復
的
な
関
係
性
は

よ
り
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
」
が
具
体
的
な
歴
史
的
存
在
基
盤
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
同
様

に
、
マ
シ
ー
セ
ン
の
民
主
主
義
的
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
れ
自
体
と
し
て
成
立

し
て
い
は
い
な
い

14
。

　『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
冒
頭
に
置
か
れ
た
、
エ
マ
ソ
ン
に

関
す
る
章
に
先
立
つ
意
義
深
い
序
文“In the O

ptative M
ood”

で
マ
シ

ー
セ
ン
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
文
学
史
形
成
の
不
安
定

な
傾
向
を
、「
希
望
的
な
」
と
い
う
意
味
の
タ
イ
ト
ル
と
、
序
文
冒
頭
に

置
か
れ
た
エ
マ
ソ
ン
の“The Transcendentalist”

か
ら
の
引
用
で
あ
る
、

“O
ur A

m
erican literature and spiritual history are, w

e confess, in the 
optative m

ood.”

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
認
め
て
い
る
。
マ
シ
ー
セ
ン
は

ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て
も
い
る
。“The problem

 that confronts us in 
dealing w

ith Em
erson is the hardest w

e shall have to m
eet, because of 

his inveterate habit of stating things in opposites

15.” 

つ
ま
り
マ
シ
ー

セ
ン
は
、
自
身
の
議
論
の
基
盤
と
な
る
エ
マ
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
が
、
上
で

指
摘
し
た
よ
う
な
対
立
項
の
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
成
立

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
マ
シ
ー
セ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
最
大

の
困
難
に
な
り
う
る
と
当
初
か
ら
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え

で
エ
マ
ソ
ン
に
よ
る
思
想
の
起
源
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
名
前
を
挙
げ
、
事

実
性
と
抽
象
性
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
が
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
埋
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
つ
い
で
「
社
会
と
孤
独
」
と
の
分
断

さ
れ
た
関
係
に
触
れ
る
。
事
実
性
と
抽
象
性
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ

は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
し
か
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ

る
種
奇
妙
な
読
書
感
を
味
合
わ
せ
て
く
れ
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
、
そ
の
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部
分
を
引
用
し
よ
う
。

The representative m
an w

hom
 he m

ost revered w
as Plato. For Plato 

had been able to bridge the gap betw
een the tw

o poles of thought, 
to reconcile fact and abstraction, the m

any and the O
ne, society and 

solitude. Em
erson w

anted a like m
ethod for him

self, but he had to 
confess, in w

ords that throw
 a bar of light across his w

hole career: 
‘The w

orst feature of this double consciousness is, that the tw
o lives, 

of the understanding and of the soul, w
hich w

e lead, really show
 

very little relation to each other; never m
eet and m

easure each other: 
one prevails now

, all buzz and din; and the other prevails then, all 
infinitude and paradise; and, w

ith the progress of life, the tw
o discover 

no greater disposition to reconcile them
selves. A

ccepting K
ant’s 

distinction betw
een the R

eason and the U
nderstanding, he felt him

self 
secure in the realm

 of the higher law
s. To-day he has been overtaken 

by the paradox that ‘The O
ver-Soul’ proves generally unreadable; 

w
hereas, on the level of the U

nderstanding, he regarded as m
ere 

appearance, his tenacious perception has left us the best intellectual 

history that w
e have of his age. 

16

　
こ
の
個
所
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
マ
シ
ー
セ
ン
は
エ
マ
ソ
ン
と
そ

の
思
想
の
矛
盾
を
正
当
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
に
続
く
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
マ
シ
ー
セ
ン
は
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
に

よ
る
民
主
主
義
者
と
し
て
の
エ
マ
ソ
ン
へ
の
肯
定
的
評
価
に
触
れ
、
エ
マ

ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
こ
う
し
た
断
片
化
さ
れ
た
傾
向
の
背
後
に
あ
る
種

の
一
貫
し
た
全
体
性
と
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
有
効
な
思
想
性
を
見
い
だ

そ
う
と
す
る

17
。
そ
の
う
え
で
、
序
文
の
第
一
セ
ク
シ
ョ
ン
に
相
当
す
る

"consciousness”

と
題
さ
れ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
を
以
下
の
よ
う
に
書
き
出
し

て
い
る
。

R
ather than to give a bare form

ulation of Em
erson’s theory of 

expression, it is m
ore interesting to share in its developm

ent at 
crucial points, largely by recourse to his journal. B

y that m
eans w

e 

can recapture som
ething of his feeling of discovery as new

 horizons 

opened out (em
phasis added). 

18

　『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
冒
頭
の
記
述
に
み
ら
れ
る
、
こ
う

し
た
い
く
つ
か
の
特
徴
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
マ
シ
ー
セ
ン
は
、

エ
マ
ソ
ン
に
お
け
る
形
而
上
学
の
基
盤
と
な
る
プ
ラ
ト
ン
や
カ
ン
ト
を

と
り
あ
え
ず
退
け
、
そ
の
う
え
で
エ
マ
ソ
ン
の
諸
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る

断
絶
を
認
知
す
る
。
し
か
し
そ
の
代
わ
り
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム

ズ
の
系
譜
に
連
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
機
能
主
義
的
心
理
主
義
者

デ
ュ
ー
イ
の
心
理
主
義
的
な
解
釈
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的

な
心
理
主
義
に
よ
り
個
人
の
意
識
の
孤
立
と
社
会
的
全
体
性
の
間
に
あ

る
間
隙
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
う
し
た
心
理
主
義
的
な
立
場

を
補
完
す
る
か
の
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
は
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
お
け
る

「
心
理
的
な
も
の
」（“psychological”

）
の
重
要
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘

し
も
す
る
。

W
e could hardly get a sharper im

pression of the new
 centers of 

interest for C
oleridge’s day than in his rem

ark that he had found it 
necessary to borrow

 back from
 scholasticism

 subjective and objective: 
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‘because I could not so briefly or conveniently by any m
ore fam

iliar 
term

s distinguish the percipere from
 percipi.’

そ
の
う
え
で
マ
シ
ー
セ
ン
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

W
e see m

ore of the age’s drift of interest in the need that C
oleridge felt 

to introduce psychological, as a supplem
ent to H

artley’s borrow
ing of 

psychology from
 the G

erm
an, half a century ago

（
強
調
は
マ
シ
ー
セ

ン
に
よ
る
）19

　
つ
ま
り
、
個
人
と
全
体
性
、
個
人
に
よ
る
創
作
と
歴
史
と
の
関
係
は
、

た
と
え
ば“C

rossing B
rooklyn Ferry”

に
お
け
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
語

り
手
が
時
間
や
場
所
を
超
越
し
た
共
感
を
過
去
や
未
来
の
人
々
に
覚
え

る
の
と
似
て
、
人
間
の
主
体
と
し
て
の
意
識
と
そ
の
心
理
学
に
よ
っ
て
結

ば
れ
る
と
マ
シ
ー
セ
ン
は
結
論
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
エ
マ
ソ
ン
の
著

作
に
お
け
る“opposites”

の
分
裂
や
、
フ
ロ
イ
ト
以
降
の
心
理
主
義
的

観
点
に
必
然
的
に
伴
う
意
識
の
分
裂
を
解
決
し
な
い
ま
ま
、
意
識
の
ロ
マ

ン
テ
ィ
ッ
ク
な
全
体
性
を
基
盤
と
し
て
個
人
や
国
家
や
そ
の
文
化
、
歴
史

を
定
義
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
マ
シ
ー
セ
ン
は
選
ぶ
の
で
あ
る
。

　
類
似
し
た
議
論
の
方
向
性
は
、
後
に
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
な
ど
に
よ

っ
て
引
き
継
が
れ
、
典
型
的
に
ア
メ
リ
カ
的
な
文
学
観
、
文
学
史
観
の
起

源
と
も
な
っ
て
も
い
る
。
現
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
史
形
成
や
そ
の

後
の
キ
ャ
ノ
ン
の
読
み
直
し
の
過
程
に
た
い
し
て
マ
シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ

リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が
行
使
す
る
抑
圧
や
、
民
主
主
義
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
一
形
式
が
、
共
産
主
義
や
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
当
時

異
端
と
さ
れ
た
立
場
に
共
感
し
た
ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
マ

シ
ー
セ
ン
に
行
使
し
た
抑
圧
は
、
お
そ
ら
く
個
人
の
意
識
を
基
盤
と
し
、

意
識
同
士
の
共
感
に
よ
っ
て
共
同
体
や
国
家
の
存
在
論
的
基
盤
が
形
成

さ
れ
る
と
す
る
議
論
の
原
理
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
て
い
る
。

４
．
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
時
代
性

　『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
初

頭
が
、
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
や
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
ら
に
よ
る
抽
象
表

現
主
義
な
ど
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
芸
術
の
基
礎
と
な
る
特
徴
的
な
芸
術

運
動
の
黎
明
期
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
み

て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
同
一
性
と
均
質
性
の
保
守
的
な
反
復
に
結
び

つ
く
、
マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
文
学
史
の
再
編
成
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
的
な
保
守
性
へ
の
回
帰
と
は
正
反
対
の
方
向
性
を
も
っ
た

同
時
代
的
な
芸
術
運
動
と
同
時
に
進
行
し
て
い
た
。
四
十
年
代
以
降
の
ア

メ
リ
カ
文
学
も
ま
た
、
ソ
ー
ル
・
ベ
ロ
ー
や
ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン
な
ど
の

作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
変
化
と
相
関

し
つ
つ
異
な
っ
た
局
面
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
四
十
年
代
の
ポ
ロ
ッ

ク
は
、
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
や
ピ
カ
ソ
の
影
響
な
ど
を
脱
し
、
新
た
な

実
験
に
挑
み
つ
つ
あ
っ
た

20
。
ジ
ャ
ズ
の
モ
ー
ド
で
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
ビ

バ
ッ
プ
は
、
伝
統
的
な
西
欧
音
楽
の
音
律
構
造
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
来
の
西
欧
的
な
音
楽
の
モ
ー
ド
が
強
い
て
い
た
抑
圧
か
ら
の
解

放
を
求
め
て
い
た

21
。
一
九
四
〇
年
代
初
頭
の
時
代
性
は
、
一
般
に
芸
術

形
式
の
改
革
に
お
け
る
急
速
な
展
開
と
極
端
な
矛
盾
を
体
現
し
て
い
た
。

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
が
、
そ
う
し
た
時
代
性
の
一
部
で
あ

り
な
が
ら
も
、
同
時
代
的
な
芸
術
運
動
の
傾
向
と
は
逆
に
主
体
や
心
理
的
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単
位
の
自
己
同
一
性
を
心
理
学
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
肯
定
し
、
二
十

世
紀
の
批
評
家
で
あ
る
マ
シ
ー
セ
ン
と
十
九
世
紀
の
思
想
家
エ
マ
ソ
ン

と
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
欧
中
心
主
義
の
一

枚
岩
的
な
十
全
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
を
顕
著
に
示
し
て
い

た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
と
も
い
え
る

22
。

　
ア
ラ
ク
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
も
ま
た
、
支
配
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
た
だ
寄
り
添
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
エ
マ
ソ
ン

に
代
表
さ
れ
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説
が
二
十
世
紀
に
お
い
て
反
復

さ
れ
る
こ
と
に
孕
ま
れ
る
諸
問
題
を
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

問
題
点
に
対
処
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
』
序
文
が
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
記
述
の
構
造
化
か
ら

逃
れ
る
「
瞬
間
」（“m

om
ent”

）
を
重
視
し
、
エ
マ
ソ
ン
や
自
身
の
文
学

的
言
説
が
「
希
望
的
」
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
マ
シ
ー

セ
ン
は
、
決
し
て
単
純
に
歴
史
を
構
造
や
事
実
に
還
元
し
よ
う
と
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

23
。
し
か
し
な
が
ら
マ
シ
ー
セ
ン
は
、
歴
史

が
排
除
す
る
内
な
る
他
者
に
特
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
意
識

に
お
け
る
共
感
を
も
と
に
し
た
共
同
体
に
よ
る
意
味
形
成
を
文
学
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
意
味
生
成
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
存
在
論
的
な
基

盤
と
し
て
お
り
、
共
同
体
の
合
意
が
非
抑
圧
者
を
生
む
こ
と
や
、
抑
圧
に

よ
っ
て
意
識
の
分
裂
あ
る
い
は
分
割
が
生
じ
る
こ
と
に
目
を
閉
ざ
し
て

い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
四
〇
年
前
後
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
主
義
の
興
隆
期

で
も
あ
り
、
無
意
識
と
い
う
言
葉
や
意
識
の
分
裂
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と

民
主
主
義
と
い
う
あ
か
ら
さ
ま
な
二
項
対
立
と
と
も
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
が

生
き
た
時
代
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
思
想
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
だ
っ
た
。
デ
ィ

ユ
ー
イ
や
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
な
ど
の
名
前
は
、

『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
で
何
度
か
触
れ
ら
れ
る
フ
ロ
イ
ト
の

名
前
の
代
替
で
も
あ
っ
た
と
推
測
し
て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ア

メ
リ
カ
文
学
研
究
の
も
う
ひ
と
つ
の
起
源
と
な
っ
た
ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典

ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
古
代
に
お
け
る
全
体
性
の
実

現
と
ロ
ー
マ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
の
対
比
に

よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
二
項
対
立
を
議
論
の
骨
子
と
す
る
と
同
時
に
、

フ
ロ
イ
ト
的
な
意
識
と
無
意
識
、
抑
圧
と
そ
の
解
除
の
可
能
性
に
触
れ
て

も
い
た
。
ロ
レ
ン
ス
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
的
な
新
し
い
「
全
体
性
」
と
い

う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
理
想
に
言
及
し
て
い
る

24
。
し
か
し
ロ
レ
ン
ス
に

と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
結
果
と

し
て
生
成
さ
れ
る
無
意
識
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
と
し
て
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
も
消
滅
し
か
ね
な
い
、

不
可
能
な
何
も
の
か
で
あ
っ
た
。
ロ
レ
ン
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。    So m

uch for the conscious A
m

erican m
otive, and for dem

ocracy 
over here. D

em
ocracy in A

m
erica is just the tool w

ith w
hich the 

old m
aster of Europe, the European spirit, is underm

ined. Europe 
destroyed, potentially, A

m
erican dem

ocracy w
ill evaporate. A

m
erican 

w
ill begin. 

    A
m

erican consciousness has so far been a false daw
n. The negative 

ideal of dem
ocracy. B

ut underneath, and contrary to this open ideal, 

the first hints and revelations of IT. IT, the A
m

erican w
hole soul. 

25

　
ロ
レ
ン
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
移
入
さ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
民
主
主
義
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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中
心
主
義
的
に
構
造
化
さ
れ
る
限
り
、ア
メ
リ
カ
的
な
文
化
の
「
異
質
な
」

（“alien”

）
性
質
は
実
現
さ
れ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
と
考
え

て
い
た

26
。
ロ
レ
ン
ス
に
と
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
的
精
神

と
は
、「
奴
隷
」（“slaves”

）
や
フ
ロ
イ
ト
的
な
無
意
識
の
よ
う
に
、「
下
に
」

（“underneath”
）
抑
圧
さ
れ
た
何
も
の
か
（“IT”

）
で
あ
っ
た

27
。
そ
れ
と

は
逆
に
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
意
識
の
集
合
性
を
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主

義
の
基
盤
と
考
え
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
心
的
な
存
在
論
を
議
論
の
骨
子

と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
、
そ
の
実
現
を
「
希
望
的
」
に
先
送
り
に
し
た

こ
と
、
そ
し
て
心
的
な
存
在
論
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
無
意
識
と
し
て
の

ア
メ
リ
カ
を
捨
象
し
た
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
的
と
も
い
え
る
よ
う

な
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
先
立
つ
抑
圧
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
文
化
論
的
な
形
成
あ
る
い
は
再
現
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ

と
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
無
意
識
と
し
て
ロ
レ
ン
ス
が
表

象
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
民
主
主
義

的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
う
る
の
で
は
な
い
。
ロ
レ
ン
ス
は
こ
の
こ

と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
無
意
識
と

し
て
定
義
さ
れ
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
存
在
と
し
て
の
あ

り
か
た
を
あ
ら
か
じ
め
脱
構
築
さ
れ
た
非
主
体
の
集
合
体
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
は
、
マ
シ
ー
セ
ン
や
ト
ラ
ン
セ

ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
が
構
想
し
た
よ
う
な
、
独
立
し
た
主
体
や
意
識
の

集
合
体
と
し
て
の
国
家
で
あ
り
う
る
わ
け
で
は
な
く
、
存
在
と
し
て
の
実

体
、
あ
る
い
は
言
及
対
象
を
欠
い
た
、
言
語
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
た
無

意
識
に
類
似
し
た
領
域
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
マ
シ
ー
セ
ン
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
文
学
史
の
構
造
化
は
、
西
欧

中
心
主
義
的
な
傾
向
か
ら
離
れ
、
無
意
識
的
な
領
域
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

心
主
義
的
な
思
索
に
お
い
て
は
存
在
の
対
極
と
さ
れ
た
無
や
沈
黙
へ
と

探
求
の
手
を
拡
げ
て
い
っ
た
同
時
代
的
の
芸
術
家
た
ち
が
実
践
し
た
方

向
性
と
は
逆
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
』
冒
頭
で
確
認
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
エ
マ
ソ
ン
の
著
作
も
ま
た
断

片
化
さ
れ
た
構
造
化
さ
れ
得
な
い
テ
ク
ス
ト
の
集
積
で
あ
り
、
そ
れ
を
基

盤
と
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、「
ア
メ
リ
カ
」
や
「
民
主
主
義
」
は
確

固
と
し
た
存
在
と
し
て
の
基
盤
を
も
ち
え
な
い
。
マ
シ
ー
セ
ン
の
「
ア
メ

リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
は
、
強
固
な
存
在
へ
の
欲
望
が
む
し
ろ
不
在

そ
の
も
の
を
強
調
す
る
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
典
型
的

な
一
例
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

５
． 

ポ
ー
の
諸
作
品
に
お
け
る
存
在
論
と
ア
メ
リ
カ

　　
ポ
ー
が
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
作
家
と
し
て
特
徴
的
あ
る
い
は
異
端
的

で
あ
る
の
も
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
詳
細
に
分
析
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
上

記
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
文
化
の
構
造
そ
の
も
の
を
作
品
化
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ポ
ー
の
作
品
の
う
ち
、D

upin

三
部
作
な
ど
通
常

「
探
偵
小
説
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
「
探

偵
小
説
」
と
さ
れ
て
い
る
諸
作
品
と
は
こ
と
な
っ
た
仕
掛
け
を
持
っ
て
い

る
。「
モ
ル
グ
街
の
殺
人
」
に
お
け
る
殺
人
事
件
は
、
意
識
を
持
た
な
い

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
結
果
に
結
び

つ
く
原
因
が
人
間
の
意
識
や
意
図
に
帰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
不
在
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
短
編
に
お
け
る
推
理
の
結
末
で

あ
る
。「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
は
、
盗
ま
れ
て
不
在
と
な
っ
た
手
紙
を
巡
る
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推
理
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
に
い
な
い
大
臣
の
意
識

を
無
根
拠
に
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
が
解
決
さ
れ
る
、
異
端
の
推

理
小
説
と
な
っ
て
い
る

28
。

　「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
に
お
け
る
デ
ュ
パ
ン
の
推
理
は
、
手
紙
を
盗
ん
だ

大
臣
の
意
識
と
デ
ュ
パ
ン
と
の
あ
る
種
の
共
感
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る

の
だ
が
、
手
紙
の
意
味
や
手
紙
の
書
き
手
の
意
図
、
あ
る
い
は
手
紙
を
盗

ん
だ
大
臣
の
意
図
は
テ
ク
ス
ト
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
不
明
の
ま
ま

に
放
置
さ
れ
る
。
誰
に
も
読
ま
れ
る
こ
と
な
く
手
紙
は
封
を
さ
れ
た
ま
ま

移
動
し
、
元
の
所
有
者
に
戻
っ
て
ゆ
く
だ
け
で
あ
る
。「
マ
リ
ー
・
ロ
ジ

ェ
の
謎
」
で
は
、
物
的
な
証
拠
と
し
て
の
死
体
そ
の
も
の
が
不
在
の
ま
ま

作
品
が
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
の
推
理
小
説
に
お
け
る
推
論
が

通
常
、「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
の
警
部
が
す
る
よ
う
な
物
的
証
拠
に
も
と
づ

い
た
捜
査
過
程
や
発
見
さ
れ
た
死
体
な
ど
の
実
証
的
な
検
分
か
ら
推
論
、

結
論
へ
と
導
か
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
ポ
ー
の
諸
作
品
は
不
在
を
不
在
の

ま
ま
に
放
置
し
な
が
ら
結
論
へ
と
進
む
、
非
存
在
論
的
と
い
え
る
よ
う
な

語
り
の
実
践
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
ポ
ー
は
、
抑
圧
の
失
敗
や
一
人
称

に
よ
る
語
り
の
破
綻
を
作
品
の
原
理
と
し
て
利
用
し
た
作
家
で
も
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
は
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
が

作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
展
開
す
る
原
理
と
な
る
の
で
は
な
く
、
父
権
的
な
家

系
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
語
り
の
絶
対
性
が
破
綻
し
女
性
の
抑
圧
が
失
敗

に
帰
す
る
、
語
り
の
破
綻
を
含
め
た
構
造
化
を
作
品
の
原
理
と
し
て
い

る
。

　「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
は
、
エ
マ
ソ
ン
や
マ
シ
ー
セ
ン
が
提
示
す

る
自
我
や
国
家
の
構
造
に
似
て
、
そ
れ
自
体
の
反
映
に
よ
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
空
間
で
あ
り
、
幼
少
時
代
か
ら
語
り
手
の
知
り
合
い

だ
と
さ
れ
る
ロ
ー
デ
リ
ッ
ク
・
ア
ッ
シ
ャ
ー
の
鏡
像
的
な
ダ
ブ
ル
を
そ
の

存
在
の
基
盤
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
形
成
と
結
び
つ
い
た
エ
マ

ソ
ン
や
マ
シ
ー
セ
ン
の
言
説
に
内
在
す
る
亀
裂
を
映
す
か
の
よ
う
に
し

て
、
建
造
物
と
し
て
の
家
に
初
め
か
ら
亀
裂
が
あ
り
、
中
世
的
な
秩
序
に

寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
進
行
す
る
語
り
は
そ
れ
が
抑
圧
す
る
他
者
の
出

現
と
回
帰
に
よ
っ
て
連
続
性
を
断
た
れ
、
そ
れ
自
体
が
作
り
出
そ
う
と
す

る
構
造
か
ら
逸
脱
さ
せ
ら
れ
る
。
父
権
的
語
り
の
権
威
を
結
果
的
に
無
効

化
す
る
、
ロ
ー
デ
リ
ッ
ク
と
マ
デ
ラ
イ
ン
の
近
親
相
姦
的
な
合
一
が
隠
喩

的
に
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
造
と
し
て
の
父
権
的
語
り
は
建
築
物

と
し
て
の
家
と
と
も
に
崩
れ
去
る
。

　
こ
う
し
た
作
品
の
あ
り
か
た
は
、
あ
た
か
も
民
主
主
義
者
と
し
て
の
マ

シ
ー
セ
ン
の
歴
史
化
の
方
法
が
、
そ
れ
が
抑
圧
す
る
諸
要
因
に
よ
っ
て

な
か
ば
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
予
言
し
、
寓
話
化

し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
語
り
の
構
造
と
語
ら
れ
る
対
象
と
が
一
致
し

う
る
の
は
ま
さ
に
そ
れ
ら
が
と
も
に
崩
壊
す
る
瞬
間
に
お
い
て
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
上
に
引
用
し
た
ロ
レ
ン
ス
の
一
節
で “A

m
erica w

ill 
evaporate.”

と
語
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
消
滅
と
類
似
し
て
い
る
。
対
立
項

の
一
方
が
消
滅
す
る
と
き
に
も
う
一
方
も
必
然
的
に
消
滅
す
る
ダ
ブ
リ

ン
グ
の
構
造
は
、
ポ
ー
の
多
く
の
作
品
に
共
通
す
る
特
徴
で
も
あ
り
、
愛

に
よ
る
合
一
の
結
果
と
し
て
ポ
ー
作
品
に
お
け
る
死
が
生
起
す
る
と
語

っ
た
ロ
レ
ン
ス
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
」
の
構
造
化
の
不

可
能
性
を
ポ
ー
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
示
し
て
い
た
こ
と
を
理
解
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

29
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け
る
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
フ
ロ
イ
ト
的
な
意
識
／
無
意
識
は
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
や
後
世
の
思
想

家
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
っ
た
形
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
マ
シ
ー
セ

ン
は
お
そ
ら
く
、
十
九
世
紀
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
と
同
じ
よ
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う
に
意
識
や
存
在
の
無
意
識
や
無
に
た
い
す
る
優
位
性
を
主
張
し
て
い

る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
マ
シ
ー
セ
ン
と
同
時
代
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス

ト
た
ち
や
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
な
ど
は
、
無
意
識
や
無
を
む
し
ろ
根
源
的
で

あ
る
と
考
え
た
。
ロ
レ
ン
ス
は
同
じ
ア
メ
リ
カ
十
九
世
紀
文
学
を
、
マ
シ

ー
セ
ン
に
先
立
っ
て
議
論
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
や
ケ
ー
ジ

な
ど
と
近
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
意
識
／

無
意
識
、
存
在
／
不
在
、
生
／
死
、
構
造
／
細
部
、
国
家
／
共
同
体
、
男

性
／
女
性
な
ど
と
い
っ
た
対
立
項
に
通
常
付
与
さ
れ
る
階
層
構
造
が
消

滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
マ
シ
ー
セ
ン
以
降
の
ア
メ
リ
カ
文
学
論
に
お
い

て
も
、
こ
れ
ら
の
対
立
項
に
お
け
る
階
層
構
造
が
再
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま

に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
例
は
多
い

30
。

　
ポ
ー
が
多
く
の
批
評
家
た
ち
以
上
に
根
源
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
ア

ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」、「
黒
猫
」
そ
の
他
の
作
品
が
、
そ
う
し
た
階
層
構

造
の
虚
偽
を
構
造
化
や
そ
れ
に
必
然
的
に
伴
う
抑
圧
の
失
敗
を
物
語
化

し
、
階
層
構
造
を
作
り
出
す
言
語
的
作
用
の
虚
偽
を
暴
き
だ
し
て
い
る
こ

と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
十
九
世
紀
お
よ
び
二
十
世
紀
に
お
け
る
新

た
な
「
始
ま
り
」
を
語
る
に
あ
た
っ
て
、
マ
シ
ー
セ
ン
は
ロ
レ
ン
ス
の
ア

メ
リ
カ
文
学
論
に
お
け
る
冷
戦
構
造
へ
の
コ
メ
ン
ト
や
フ
ロ
イ
ト
主
義

的
観
点
、
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
非
同
一
性
の
認
識
と
な
ら
ん
で
、
ロ
レ
ン

ス
が
議
論
し
た
ア
メ
リ
カ
作
家
ポ
ー
を
も
抑
圧
し
た
。
ポ
ー
の
「
ラ
イ
ジ

ー
ア
」
な
ど
い
く
つ
か
の
作
品
や
ポ
ー
に
影
響
さ
れ
た
考
え
ら
れ
る
ハ
ー

マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
ピ
エ
ー
ル
』
な
ど
、
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
で
書

か
れ
た
い
く
つ
か
の
作
品
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の

始
ま
り
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
始
ま
り
を
抑
圧
す
る
。
ひ
と
つ
の
新
た
な
始

ま
り
を
語
る
語
り
は
、
そ
れ
自
体
の
構
造
と
し
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る

別
個
の
始
ま
り
を
想
定
し
、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
が
あ
ら
ゆ
る
「
始

ま
り
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
の
先
行
者
を
無
意
識

的
な
も
の
と
し
て
必
然
的
に
措
定
し
て
し
ま
う
。
別
の
い
い
か
た
を
す
る

な
ら
ば
、
新
し
い
始
ま
り
と
そ
の
構
造
は
、
そ
れ
が
抑
圧
し
、
そ
れ
ゆ
え

に
そ
れ
に
先
行
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
何
者
か
に
よ
っ
て
そ
の
構
造

そ
の
も
の
を
破
綻
さ
せ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
自
体
が
想
定
す
る
構
造
と
は
別

個
の
構
造
を
創
り
出
さ
ざ
る
を
え
な
い

31
。
ロ
レ
ン
ス
と
マ
シ
ー
セ
ン
と

の
関
係
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
し
、「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」

や
「
黒
猫
」
な
ど
に
お
け
る
他
者
と
し
て
の
女
性
や
黒
い
主
体
、
白
人
男

性
と
想
定
さ
れ
る
語
り
手
た
ち
と
の
関
係
も
似
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。

ポ
ー
の
作
品
は
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
や
「
ア
メ
リ
カ
」

の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
孕
む
問
題
点
を
つ
ね
に
意
識
化
さ
せ
る
構
造
化
の
実

践
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
内
な
る
他
者
の
抑
圧
は
、
ト
ラ
ン
セ
ン
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
十
九
世
紀
ア

メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
文
化
的
構
築
過
程
一

般
に
特
徴
的
な
は
ず
で
あ
る
。「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
の
家
名
で
あ

る“U
sher”

が“us”

と
し
て
の“U

.S.”

と
対
象
と
し
て
の“her”

の
コ
ン

ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
批
評
家
が
国
家
主
義
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ポ
ー
の
「
ア
ッ

シ
ャ
ー
家
」
を
取
り
上
げ
る
の
も
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
い

32
。「
ア
メ

リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
抑
圧
、
排
除
さ
れ

る
ポ
ー
や
D
・
H
・
ロ
レ
ン
ス
の
『
古
典
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
』
と
、
マ

シ
ー
セ
ン
の
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
を
比
較
す
る
と
き
、
ア

メ
リ
カ
文
学
と
そ
の
研
究
を
構
築
し
て
い
る
物
語
化
の
方
法
が
、
存
在
と

し
て
の
自
我
や
歴
史
を
肯
定
す
る
語
り
と
、
自
我
の
破
綻
や
不
在
に
つ
い

て
の
語
り
に
単
純
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ

る
。
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し
か
し
上
記
の
よ
う
に
、
抑
圧
の
作
用
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
新
た

な
始
ま
り
は
、
民
主
主
義
に
お
け
る
始
ま
り
に
つ
い
て
ジ
ジ
ェ
ク
が
述
べ

る
よ
う
に
、
本
来
的
に
無
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。「
人
の
中
で
本
当
に

「
無
意
識
」
な
も
の
は
、
意
識
と
直
接
対
立
す
る
も
の
、
薄
暗
い
、
混
乱

し
た
、
欲
動
の
「
非
合
理
」
の
渦
で
は
な
く
、
ま
さ
に
意
識
を
成
り
立
た

せ
る
身
振
り
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
両

方
の
立
場
は
同
一
の
対
象
が
異
な
っ
た
形
で
構
造
化
さ
れ
た
結
果
に
ほ

か
な
ら
な
い

33
。
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
み
る
と
、マ
シ
ー
セ
ン
の
「
ア

メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
始
ま
り
と
、
そ
れ
に
よ

っ
て
抑
圧
さ
れ
る
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
作
品
や
ロ
レ
ン
ス
の
批

評
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
な
ど
は
、
意
識
の
明
証
性
を
基
盤
と
す
る
マ
シ
ー

セ
ン
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
領
域
に
属
す
る
作
家
・
思
想

家
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
同
一
の
領
域
の
異
な
っ
た
部
分
を
な

し
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
ジ
ョ
ン
・
カ

ー
ロ
ス
・
ロ
ウ
は
、
ポ
ー
を
「
エ
マ
ソ
ン
的
な
コ
イ
ン
の
反
対
面
」(“the 

obverse of the Em
ersonian coin”)

と
呼
ん
で
い
る

34
。
こ
こ
で
の
両
名
の

差
異
は
、
絶
対
的
か
つ
根
源
的
な
意
味
や
存
在
に
も
と
づ
い
て
規
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
差
異
と
し
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

付
け
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
マ
シ
ー
セ
ン
が
構
築
し
よ
う
と
し

た
キ
ャ
ノ
ン
が
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
の
」
家
の
よ
う
に
崩
壊
す
る
危

険
を
犯
し
て
で
も
、
ポ
ー
そ
の
他
の
廃
除
さ
れ
た
作
家
た
ち
を
ア
メ
リ
カ

の
重
要
な
作
家
た
ち
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
文
学

に
関
す
る
よ
り
広
範
な
充
実
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
作
家
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
に
も

深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
ポ
ー
の
諸
作
品
と
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
リ
ア
リ

ズ
ム
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
歴
史
化
の
基
盤
と
な
る
存
在
論
を
突
き
崩

し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
史
を
新
た
な
局
面
に
お
い
て
切
り
開
く
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
。
ポ
ー
や
エ
ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
が
当
時
キ
ャ
ノ
ン
の
中
心

か
ら
除
外
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
お
そ
ら
く
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
、

伝
統
や
存
在
に
た
い
す
る
破
壊
力
が
認
知
さ
れ
て
も
い
た
の
だ
。
ポ
ー
の

テ
ク
ス
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
自
体
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
認
知

さ
れ
う
る
文
脈
に
お
い
て
は
、
伝
統
形
成
や
主
体
の
絶
対
化
、
歴
史
的
言

説
の
具
象
化
の
可
能
性
を
脅
か
す
不
在
と
し
て
、
力
強
く
作
用
す
る
不
気

味
な
力
を
い
ま
だ
に
秘
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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in, “M
ysteries W

e R
eread, M

ysteries of R
ereading: Poe, B

orges, 

and the A
nalytic D

etective Story,” Patricia M
erivale and Susan E. Sw

eeney, eds., 

D
etecting Texts: T

he M
etaphysical D

etective Story from
 Poe to Poetm

odernism
 

(Philadelphia: U
. of Pennsylvania P., 1999., 27.

29
　Law

rence, 71.

30
　D

avid R
eynolds

のB
eneath the A

m
erican R

enaissance

な
ど
、
従
来
的
な
ア
メ

リ
カ
文
学
史
の
反
復
と
転
倒
を
同
時
に
目
指
す
研
究
に
お
い
て
も
、
タ
イ
ト
ル
に
使
用

さ
れ
て
い
る“beneath”

と
い
う
言
葉
が
顕
著
に
示
す
よ
う
に
、
上
下
な
ど
の
階
層
構

造
が
脱
構
築
さ
れ
な
い
ま
ま
に
構
造
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。Jacques 

D
errida

がJohn P. M
uller and W

illiam
 J. R

ichardson eds., T
he Purloined Poe: 

L
acan, D

errida, and Psychoanalytic R
eading (B

altim
ore: The Johns H

opkins U
.P., 
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1987).

に
収
め
ら
れ
た
論
考
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
欧
形
而
上
学
に
お
い
て
「
存

在
」
と
さ
れ
た
男
性
主
体
や
精
神
分
析
に
お
け
る
主
体
な
ど
は
、
た
と
え
ば
女
性
に
よ

っ
て
表
象
さ
れ
る
「
不
在
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
で
並
記
し
た

よ
う
な
二
項
対
立
が
脱
構
築
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
た
と
え
ば
意
識
／
無
意
識
な
ど
の
区

分
を
議
論
に
導
入
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ら
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
階
層
構
造
が
一
見
転
倒

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
し
て
も
、
形
而
上
学
的
な
階
層
構
造
は
依
然
と
し
て
そ

の
ま
ま
に
保
た
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
階
層
構
造
を
破
綻
さ
せ
る

仕
掛
け
と
し
て
機
能
す
る
。

31
　
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
、
松
浦
俊
輔
訳
『
仮
想
化
し
き
れ
な
い
残
余
』（
東
京
：

青
土
社
、
一
九
九
七
）、 65.

32
　
加
藤
典
洋
『
可
能
性
と
し
て
の
敗
戦
後
以
降
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
）、3-10.

33
　
ジ
ジ
ェ
ク, 65.

34
　R

ow
e, 44.
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[abstract]

Edgar A
llan Poe and the R

hetoric of “A
m

erican R
enaissance”

                                                                                              K
ATO

 Yuji

    A
lthough F. O

. M
atthiessen’s exclusion of Edgar A

llan Poe from
 

his canonical 19
th century A

m
erican authors have led to controversies 

on his literary and political standpoints, his book A
m

erican 

R
enaissance presents the authors in a rhetoric of dem

ocracy that 
is apparently at odds w

ith the poetics and politics that characterize 
Edgar A

llan Poe’s texts. 
    C

lose readings of the text of A
m

erican R
enaissance and the 

rhetoric in it w
ould reveal that M

atthiessen is apparently aw
are of the 

incongruous “opposites” inherent in the texts of the authors such as 
R

alph W
aldo Em

erson and the problem
s that w

ould inevitably surface 
in his ow

n discussions of those texts. Yet he dism
isses the am

biguities 
of his ow

n topics in the project to define the basis of the A
m

erican 
classic culture on an ontological logic represented by John D

ew
ey’s 

pragm
atic philosophy and functional psychology that enables him

 to 
affirm

 Em
erson as a philosopher of dem

ocracy.  
    H

is rhetoric constituted a new
 start of the study of A

m
erican 

literature after other, earlier studies such as D
. H

. Law
rence’s Studies 

in C
lassic A

m
erican L

iterature that discusses Edgar A
llan Poe as a 

central figure am
ong the 19

th century A
m

erican w
riters. H

is new
 start 

therefore could be the product of the repression of such foregoing 

studies as w
ell as Poe’s status as a prom

inent 19
th century w

riter. 
H

is dependence on D
ew

ey’s psychology he juxtaposes w
ith Sam

uel 
Taylor C

oleridge’s m
ight be the sym

ptom
 of the repression of the 

am
biguities inherent in the construction of consciousness. H

e is 
sym

ptom
atically dism

issive of the split of the psyche in Sigm
und 

Freud’s form
ulae that w

ere w
idely circulated and constituted the basis 

of new
 artistic expressions of his contem

poraries. 
    Poe’s texts underline the split in hum

an psyche and point to the 
absence of ontological basis of the unity of the subjectivity, of the 
w

orks of art and rom
antic discourses. H

e represents “the obverse side 
of the Em

ersonian coin,” as John C
arlos R

ow
e puts it, w

hich w
ould 

deconstruct Em
erson’s and M

atthiessen’s rom
antic rhetoric.
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英
語
で
行
わ
れ
た
今
回
の
講
演
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

か
ら
見
た
、変
わ
り
ゆ
く
ア
ジ
ア
研
究
の
風
景
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
そ
の
要
点
を
私
な
り
に
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

欧
米
の
ア
ジ
ア
研
究
の
伝
統
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
支
配
か
ら
生

ま
れ
た
「
東
洋
学
」
と
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
の
「
地
域
研
究
」
の
二
つ
の
流

れ
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
欧
米
に
お
け
る
ア
ジ

ア
研
究
を
取
り
巻
く
状
況
は
根
本
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
具
体
的
に

は
、
東
洋
が
西
洋
に
対
置
さ
れ
る
他
者
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ

の
鋭
い
批
判
、
欧
米
の
ア
ジ
ア
研
究
の
場
に
お
け
る
ア
ジ
ア
出
身
研
究
者

の
急
速
な
増
加
、
高
等
教
育
お
よ
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
知
的
活
動
に
お
け
る

「
ア
ジ
ア
の
台
頭
」、
そ
し
て
学
術
研
究
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

衰
退
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
二
つ
の
重
要

な
変
化
が
起
こ
っ
た
。
第
一
に
、
ア
ジ
ア
と
い
う
空
間
概
念
の
再
定
義
で

あ
り
、
第
二
に
、
ア
ジ
ア
研
究
の
現
場
の
ア
ジ
ア
諸
国
お
よ
び
ア
ジ
ア
間

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、「
地
域
研
究
」
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　
た
し
か
に
、
地
域
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
再
考

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
研
究
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
批

判
は
、「
地
域
に
基
づ
い
た
研
究
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、

定
量
的
な
い
わ
ゆ
る
「
科
学
的
」
な
知
識
で
も
っ
て
地
域
に
基
づ
い
た
知

と
な
り
合
う
〈
遠
き
〉
ア
ジ
ア
講
演
シ
リ
ー
ズ

C
hanging L

andscape of A
sian Studies: a view

 from
 the U

S w
ith em

phasis on Southeast 

A
sian Studies                                                                                                              

報
告

　
青
山
亨

講
演
者
：
ト
ン
チ
ャ
イ
・
ウ
ィ
ニ
ッ
チ
ャ
ク
ン
（
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
）

ト
ン
チ
ャ
イ
・
ウ
ィ
ニ
ッ
チ
ャ
ク
ン
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
在
住
の
タ
イ

出
身
の
歴
史
家
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
代
表
作Siam

 

M
apped: A

 H
istory of the G

eo-body of a N
ation

は
、
タ
イ
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
を
、
国
境
線
を
記
載
す
る
地
図
作
成
の
変
遷
か
ら
読
み

解
い
た
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
。
本
作
は
、『
想
像
の
共
同
体
』の
著
者
で
、

奇
し
く
も
去
る
一
二
月
一
三
日
に
急
逝
し
た
政
治
学
者
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
高
く
評
価
し
た
作
品
で
あ
り
、
日
本
語
訳
『
地
図
が

つ
く
っ
た
タ
イ

―
国
民
国
家
誕
生
の
歴
史
』（
石
井
米
雄
訳
、
二
〇
〇
三

年
、
明
石
書
店
）
は
第
十
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
大
賞
を
受
賞
し
て
い

る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
教
授
と
し
て
歴
史
学
を
講
じ
て
お
り
、

二
〇
一
三
年
に
は
全
米
ア
ジ
ア
学
会
の
会
長
を
務
め
て
い
る
。
ア
ジ
ア
を

相
対
化
す
る
視
点
を
も
っ
た
ア
ジ
ア
人
で
あ
る
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
講
演

は
、本
研
究
所
が
開
催
す
る
「
と
な
り
合
う
〈
遠
き
〉
ア
ジ
ア
講
演
シ
リ
ー

ズ
」
の
第
一
回
を
飾
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
折
良

く
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
は
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
の
客
員
研
究
員
と

し
て
日
本
に
滞
在
中
で
あ
り
、
今
回
の
講
演
は
、
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
来
京

の
機
会
を
活
か
し
て
、
総
合
文
化
研
究
所
と
東
南
ア
ジ
ア
学
会
と
の
共
催

で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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識
を
置
き
換
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両

者
は
異
な
っ
た
種
類
の
知
識
で
あ
り
、
相
互
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
不
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
在
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
東
南
ア

ジ
ア
研
究
の
進
展
、
そ
の
中
で
の
独
自
の
東
南
ア
ジ
ア
研
究
の
推
進
（
例

え
ば
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）、
従
来
の
地
域
の
枠
組
み
を
超
え
た
東
南
ア
ジ
ア
研

究
の
試
み
（
大
衆
文
化
、
宗
教
研
究
な
ど
の
テ
ー
マ
）、「
東
南
ア
ジ
ア
」
と

い
う
概
念
自
体
の
多
様
化
（
テ
ー
マ
と
し
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
い
ま
だ
優
勢

だ
が
減
衰
し
つ
つ
あ
る
）、
地
理
的
範
囲
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア
の
多
様
化

（
例
え
ば
、
海
域
世
界
論
、
ゾ
ミ
ア
論
な
ど
）、
と
い
っ
た
諸
傾
向
が
進
行
し

て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
多
様
化
す
る
ア
ジ
ア
研
究
に
ど
う
対

応
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

　
二
つ
の
喫
緊
の
課
題
が
あ
る
。
第
一

に
、
ア
ジ
ア
研
究
を
行
う
研
究
者
の
環
境
の
違
い
を
理
解
す
る
必
要
性
で

あ
り
、
第
二
に
、
言
語
の
制
約
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
境
界
を
越
え
た
研
究

者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
た
め
の
言
語
の
重
要
性
と
学
術
的
翻
訳
の
重

要
性
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
現
状
を
振
り
返
る
と
、
日
本
に
お
け
る

ア
ジ
ア
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
欧
米
の
ア
ジ
ア
研
究
の
直
接
的
な
影
響
下

に
な
か
っ
た
一
方
で
、
中
国
研
究
の
伝
統
を
継
い
だ
東
洋
学
、「
南
洋
研

究
」
の
遺
産
、
ア
メ
リ
カ
の
地
域
研
究
の
影
響
と
い
う
、
少
な
く
と
も
三

つ
の
学
問
的
系
譜
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
翻
訳
を
通
じ
て

海
外
の
学
界
動
向
と
の
繋
が
り
が
強
い
点
も
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
見
ら

れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
ア
ジ
ア
研
究

の
特
徴
と
し
て
は
、
植
民
地
期
高
等
教
育
の
遺
産
と
し
て
政
府
政
策
の
補

完
機
能
が
強
い
こ
と
、
そ
の
た
め
、
社
会
科
学
は
政
策
志
向
で
応
用
分
野

に
偏
る
こ
と
、
相
対
的
に
人
文
学
に
弱
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
が
あ
げ

ら
れ
る
。
加
え
て
、
現
地
語
中
心
の
研
究
環
境
の
場
合
（
例
え
ば
、
タ
イ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）、
自
己
完
結
的
で
あ
り
、
英
語
を
主
力
と
す
る
研
究
環
境

の
場
合
（
例
え
ば
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
）、

固
有
の
条
件
や
歴
史
に
制
約
を
受
け
る
傾
向
が
あ
る
。

以
上
が
、
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
講
演
の
要
点
で
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
研
究

を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
研
究
の
全
体
を
射
程
に
入
れ
た
大
局
観

の
あ
る
内
容
で
あ
り
、
地
域
研
究
の
将
来
に
対
す
る
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
深

い
思
い
が
伝
わ
る
講
演
で
あ
っ
た
。
講
演
に
は
本
研
究
所
の
会
議
室
を

使
っ
た
が
、
外
国
人
研
究
者
や
留
学
生
も
集
ま
っ
て
満
席
と
な
り
、
椅
子

を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
小
柄
な
体
か
ら
エ
ネ
ル

ギ
ー
あ
ふ
れ
る
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
話
し
ぶ
り
で
、
講
演
は
終
始
変
わ
る
こ

と
な
く
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
雰
囲
気
で
進
行
し
た
。
講
演
後
に
も
活
発
な

質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
時
間
が
限
ら
れ
て
い
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
閉
会
後
は
場
所
を
変
え
て
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
を
囲
ん
で
の
懇
親
会

を
開
い
た
が
、
こ
こ
で
も
ト
ン
チ
ャ
イ
氏
の
打
ち
解
け
た
中
に
も
真
摯
な

人
柄
が
知
ら
れ
た
。
今
後
も
こ
の
講
演
シ
リ
ー
ズ
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
、
充
実
し
た
一
日
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
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世
界
文
学
・
語
圏
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
第
二
回
研
究
集
会
（
総
合
文
化
研
究
所
・
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
共
催

二
〇
一
五
年
三
月
一
九
日
〜
二
〇
日
）　

報
告

　
和
田
忠
彦

　
二
〇
一
四
年
九
月
に
発
足
を
記
念
し
て
第
一
回
研
究
集
会
を
立
命
館

大
学
で
開
い
た
「
世
界
文
学
・
語
圏
横
断
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
略
称
Ｃ
Ｌ
Ｎ
）

の
第
二
回
研
究
集
会
は
、
本
研
究
所
な
ら
び
に
Ｃ
Ｌ
Ｎ
の
共
催
と
い
う
か

た
ち
で
、
本
学
一
〇
一
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
教
室
を
会
場
に
、
二
〇
一
五
年

三
月
一
九
・
二
〇
両
日
開
催
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｌ
Ｎ
に
は
創
設
時
の
発
起
人
と

し
て
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
会
員
に
あ
た
る
賛
同
人
と
し
て
、
研
究
所
の
メ
ン

バ
ー
が
多
数
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
在
京
事
務

局
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
今
回
の
共
催
に
至
り
、
会

期
中
運
営
実
務
に
つ
い
て
は
賛
同
人
で
も
あ
る
延
一
〇
名
に
及
ぶ
後
期

課
程
院
生
と
ポ
ス
ド
ク
の
諸
君
の
助
力
を
得
た
。

　
さ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
掲
載
ポ
ス
タ
ー
に
あ
る
と
お
り
だ
が
、
二
日
間
の

参
加
者
は
延
三
〇
〇
名
余
。
賛
同
人
、
一
般
聴
衆
に
混
じ
っ
て
、
学
内
関

係
者
の
姿
も
見
受
け
ら
れ
た
。
な
か
で
も
初
日
午
後
、
作
家
・
詩
人
池
澤

夏
樹
氏
を
招
い
て
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
世
界
文
学
と
（
し
て
の
）

日
本
文
学
」
に
は
、
三
時
間
の
長
丁
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
〇
名
を

超
え
る
聴
衆
に
支
え
ら
れ
、
質
疑
応
答
に
い
た
る
ま
で
熱
の
こ
も
っ
た
議

論
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
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未
来
派
の
航
空
舞
踏
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
こ
で

は
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
未
来
派
受
容
の
い
く
つ
か
の

局
面
を
整
理
し
つ
つ
概
観
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
未
来
派
そ
の
も
の
と
と
も

に
、
二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
受
容
の
展
開
を
た
ど
る

作
業
と
も
な
っ
た
。

　
第
三
回
目
と
な
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
諸
相

０
３
」
で
は
、
和
田
忠
彦
氏
の
「
鉄
道
、
映
画
、
そ
し
て
郊
外

―
ピ
ラ

ン
デ
ッ
ロ
に
み
る
近
代
化
と
感
覚
変
容
」、ま
た
吉
本
秀
之
氏
に
よ
る
「
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
歴
史
」
と
い
う
二
つ
の
発
表
が
あ
っ
た
。
和
田
氏

の
発
表
で
は
、
感
覚
変
容
の
装
置
と
し
て
の
列
車
を
直
接
的
な
対
象
と
し

て
い
る
。
列
車
は
、
イ
タ
リ
ア
近
代
化
の
過
程
、
都
市
と
郊
外
と
い
う
感

覚
の
形
成
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
と
り

わ
け
未
来
派
の
表
現
と
知
覚
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
ア
ン
ト
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
・
ブ
ラ
ガ
リ
ア
の
「
フ
ォ
ト
・
デ
ィ
ナ

ミ
ズ
モ
」
の
よ
う
に
、点
と
し
て
の
〈
現
在
〉
の
平
面
の
う
え
に
〈
過
去
〉

の
時
間
と
運
動
の
軌
跡
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
お
い
て
は
、
知

覚
の
限
界
を
超
え
る
も
の
に
対
す
る
あ
る
種
の
危
機
感
が
表
現
と
な
っ

て
表
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
技
術
と
知
覚
の
関
係
を

め
ぐ
る
問
題
は
、
吉
本
氏
に
よ
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
を
め
ぐ
る
テ
ー

マ
で
も
引
き
続
き
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
吉
本
氏
は
、
百
科

「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
諸
相
０
２
・
０
３
」（
二
〇
一
五
年
三
月
二
日
、
一
一
月
二
六
日
、
総
合
文
化
研
究
所
）

報
告

　
山
口
裕
之

　
総
合
文
化
研
究
所
共
催
に
よ
る
公
開
研
究
会
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の

諸
相
」
は
、
総
合
文
化
研
究
所
の
何
人
か
の
所
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

科
研
費
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
西
欧
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
に
お
け
る
知

覚
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
表
象
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」
の
枠
内
で

企
画
さ
れ
て
い
る
一
連
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。
第
一
回（
二
〇
一
四

年
九
月
二
九
日
、
前
田
和
泉
「
逆
遠
近
法
と
複
数
の
リ
ア
リ
ズ
ム
〜
ロ
シ
ア
・

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
成
立
と
展
開
〜
」、
西
岡
あ
か
ね
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る

ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
概
念
史
」）
に
引
き
続
き
、
二
〇
一
五
年
に
は
第
二
回
、

第
三
回
の
研
究
会
が
開
か
れ
た
。

　
三
月
二
日
に
総
合
文
化
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

の
諸
相
０
２
」
で
は
、
松
浦
寿
夫
氏
に
よ
る
「
感
情
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
ー
」、
お
よ
び
横
田
さ
や
か
氏
の
「
未
来
派
研
究
史

―
戦
後
か

ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
未
来
派
批
評
の
変
遷
」
の
二

つ
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。
松
浦
史
の
発
表
で
は
、「
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
感
情
を
流
通
さ
せ
る
通
路
と
し
て
の

い
わ
ば
「
小
さ
な
イ
ン
フ
ラ
」
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
流
通

形
態
、
表
記
可
能
な
場
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
我
と
他
」
が

感
情
に
お
い
て
一
つ
に
な
る
場
と
し
て
の
「
感
情
移
入(em

pathy)

」
と
モ

ダ
ニ
テ
ィ
の
問
題
が
（
と
り
わ
け
日
本
の
文
学
・
美
術
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

の
な
か
で
）
論
じ
ら
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
横
田
氏
は
こ
れ
ま
で
お
も
に
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事
典
的
な
記
述
に
お
け
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
様
態
を
た
ど
る
こ
と

に
よ
り
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ラ
の
多
様
な
目
的
と
機
能
の
志
向
を
丹
念

に
確
認
し
て
い
っ
た
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
企
画
は
科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な

か
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
あ
る
が
、
公
開
の
研
究
会
と
し
て
い
る
た

め
、
学
生
、
教
員
や
一
般
の
参
加
者
も
加
わ
っ
た
か
た
ち
で
発
表
と
質
疑

応
答
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
続
く
企
画
と
し
て
は
、
二
〇
一
六
月
二
月
に

国
内
研
究
者
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
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小
便
の
雨
を
降
ら
せ
る
場
面
や
、
十
九
世
紀
の
作
家
の
小
説
ヴ
ィ
ク
ト

ル
・
ユ
ゴ
ー
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
パ
リ
』
に
描
か
れ
た
大
聖
堂
と
そ

こ
に
存
在
す
る
人
々
な
ど
に
も
光
が
当
て
ら
れ
た
。
後
者
で
は
、
古
典
主

義
的
な
均
整
の
と
れ
た
美
よ
り
も
、
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
い
び
つ
で
奇
怪
な

側
面
が
は
ら
む
想
像
力
と
生
命
力
を
讃
美
す
る
ユ
ゴ
ー
の
思
考
、「
グ
ロ

テ
ス
ク
」
の
美
学
が
大
聖
堂
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
田
村
氏

は
述
べ
ら
れ
た
。
一
八
四
五
年
よ
り
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
修

復
工
事
を
行
っ
た
ヴ
ィ
オ
レ
ử
ル
ử
デ
ュ
ッ
ク
の
仕
事
を
考
察
す
る
う

ち
に
、
ゴ
シ
ッ
ク
幻
想
、
城
塞
、
塔
、
怪
物
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
が
建
築
物

に
刻
み
込
ま
れ
、
中
世
が
再
創
造
さ
れ
た
経
緯
も
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
き
た
。

　
さ
ら
に
イ
シ
ス
神
話
に
つ
い
て
も
お
話
は
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
サ

ン
・
ト
ゥ
ス
タ
ッ
シ
ュ
教
会
近
く
の
庭
で
発
見
さ
れ
た
女
神
の
青
銅
製
頭

部
が
パ
リ
市
の
守
護
女
神
だ
っ
た
イ
シ
ス
の
も
の
と
判
断
さ
れ
、「
多
く

の
者
た
ち
は
、
パ
リ
市
の
名
称
は«para isi»

に
由
来
す
る
、
つ
ま
り
パ

リ
市
が
イ
シ
ス
神
殿
の
近
く
に
つ
く
ら
れ
た
か
ら
だ
と
信
じ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
パ
リ
市
の
紋
章
に
は
、
イ
シ
ス
が
乗
っ
て
こ
の
地
に
や
っ
て
来

た
「
舟
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

1
」
と
い
う
モ
レ
リ
『
歴
史
事
典
』

か
ら
の
引
用
や
地
図
な
ど
を
も
と
に
、
大
聖
堂
の
下
に
眠
る
異
教
の
女
神

へ
の
信
仰
の
跡
を
田
村
氏
の
言
葉
と
と
も
に
聴
衆
は
た
ど
っ
た
。

　
こ
う
し
た
お
話
か
ら
、
私
た
ち
は
堂
々
た
る
カ
テ
ド
ラ
ル
の
影
に
、
今

重
な
る
石
と
言
葉
の
裏
に
―
田
村
毅
氏
講
演
会
「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
パ
リ

　
聖
母
信
仰
と
中
世
幻
想
」

報
告

　
博
多
か
お
る

　
二
〇
一
五
年
年
五
月
二
十
五
日
月
曜
日
の
十
四
時
二
十
分
か
ら
十
七

時
三
十
分
ま
で
、
途
切
れ
な
く
、
田
村
毅
氏
は
総
合
文
化
研
究
所
会
議
室

に
て
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
パ
リ
と
聖
母
信
仰
、
中
世
幻
想
に
つ
い
て
語

ら
れ
、
パ
リ
と
地
方
の
カ
テ
ド
ラ
ル
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
各
時
代
の
姿
を

比
べ
、
引
き
は
が
し
、
建
物
の
下
に
あ
る
も
の
を
掘
り
起
こ
し
、
聖
母
信

仰
と
中
世
幻
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
聴
衆
の
想
像
力
の
中
に
投
射

し
て
く
れ
た
。

　「
カ
テ
ド
ラ
ル
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
」
は
各
地
に
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
が

何
を
し
て
い
た
の
か

―
「
石
の
聖
書
」
と
し
て
教
育
の
場
に
な
っ
た
り
、

巡
礼
者
を
泊
め
た
り
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
な
っ
た
り
、
人
々
が
絵
画
や

音
楽
に
触
れ
る
場
所
に
な
っ
た
り
し
た

―
、
フ
ラ
ン
ス
中
世
の
象
徴
と

な
っ
た
カ
テ
ド
ラ
ル
は
な
ぜ
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
の
か

―
人
口
の

都
市
集
中
に
よ
っ
て
建
造
物
の
存
在
も
巨
大
化
し
た

―
な
ど
の
お
話

を
う
か
が
う
に
し
た
が
い
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
と
聖
母
信
仰
の
関
係

も
、
し
だ
い
に
複
数
の
柱
の
周
り
に
板
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。
十
五
世
紀
の
詩
人
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
聖
母
へ
の
祈
り
な
ど
、
聖

母
に
ま
つ
わ
る
文
学
作
品
、
音
楽
作
品
が
そ
こ
に
具
体
的
な
言
葉
の
影
、

音
の
響
き
を
加
え
て
く
れ
た
。

　
十
六
世
紀
の
作
家
ラ
ブ
レ
ー
の
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
』
で
ト
ゥ
ー
ル
か

ら
パ
リ
に
来
た
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ア
が
大
聖
堂
の
上
か
ら
市
民
に
挨
拶
し
、
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や
神
話
や
文
学
作
品
、
資
料
や
科
学
的
分
析
の
結
果
を
通
し
て
集
団
的
記

憶
の
か
な
た
に
思
い
浮
か
べ
る
し
か
な
い
過
去
の
建
造
物
の
残
像
を
か

い
ま
見
た
り
、
聖
母
信
仰
の
裏
に
異
教
の
女
神
た
ち
の
姿
が
ち
ら
つ
く
の

を
眺
め
た
り
す
る
。
聴
衆
は
学
生
、教
員
の
み
な
ら
ず
学
外
の
方
も
多
く
、

三
時
間
を
超
え
る
講
演
と
質
疑
応
答
は
大
聖
堂
の
建
築
の
陰
に
あ
る
も

の
と
そ
れ
が
照
射
す
る
も
の
を
さ
ら
に
追
い
た
い
と
い
う
好
奇
心
を
か

き
た
て
て
く
れ
た
。

　
　
　
註

1
　Louis M

oreri (1643-1680) ; L
e grand dictionnaire historique, ou L

e m
élange 

curieux de l’histoire sacrée et profane. Tom
e 6 (H

-L) / ... par M
re Louis M

oreri,... 

N
ouvelle édition, dans laquelle on a refondu les Supplém

ens de M
. l’abbé G

oujet, 

le tout revu, corrigé et augm
enté par M

. D
rouet -les libraires associés (Paris)-1759 

(Slatkin R
eprints, 1995). cf. G

allica. ; «Isis», p. 446.
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改
作
さ
れ
、
翌
一
八
八
八
年
に
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ン
ス

キ
ー
劇
場
で「
初
演
」さ
れ
た
。
理
想
を
夢
見
て
挫
折
し
た
主
人
公
イ
ワ
ー

ノ
フ
（
ド
ミ
ト
リ
ー
・
ニ
コ
ノ
フ
）。
今
で
は
病
に
冒
さ
れ
た
妻
ア
ン
ナ
（
ア

ン
ト
ニ
ー
ナ
・
パ
ペ
ル
ナ
ヤ
）
へ
の
愛
も
冷
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ

へ
若
い
娘
サ
ー
シ
ャ
（
ナ
タ
ー
リ
ヤ
・
イ
グ
リ
ナ
）
が
現
れ
、
イ
ワ
ー
ノ
フ

は
も
う
一
度
自
己
の
「
再
生
」
を
賭
け
よ
う
と
す
る
…
。

ち
ぐ
は
ぐ
な
人
間
関
係
、
勝
手
な
思
い
込
み
、
空
回
り
す
る
愛
、
絶
望

と
倦
怠
。
舞
台
上
で
は
、
二
〇
代
の
若
者
た
ち
が
演
じ
て
い
る
と
は
思
え

な
い
ほ
ど
深
い
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
世
界
が
遠
い

未
来
（
す
な
わ
ち
現
代
）
に
ま
で
投
げ
か
け
た
ま
な
ざ
し
を
充
分
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
学
ロ
シ
ア
語
専
攻
の
学
生
の
多
く
は
毎
年
、
外
語
祭
で
ロ
シ
ア
語
劇

を
上
演
し
て
い
る
し
、
他
に
も
イ
ン
タ
ー
カ
レ
ッ
ジ
の
ロ
シ
ア
語
演
劇

サ
ー
ク
ル
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
」
に
参
加
し
て
い
る
学
生
も
い
る
。
ま
た
芝

居
熱
が
高
じ
て
ロ
シ
ア
に
演
劇
留
学
す
る
学
生
も
い
る
ほ
ど
な
の
で
、
今

回
の
公
演
は
学
生
た
ち
に
も
た
い
へ
ん
刺
激
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

な
お
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
ホ
ー
ル
の
設
営
か
ら
字
幕
の
準
備
、
リ
ノ
リ
ウ

ム
貼
り
、
撤
収
ま
で
す
べ
て
、
外
語
祭
実
行
委
員
会
の
語
劇
局
に
所
属
す

る
学
生
た
ち
が
全
面
的
に
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た

い
。

シ
ュ
ー
キ
ン
演
劇
大
学
劇
団
の
公
演
『
イ
ワ
ー
ノ
フ
』

報
告

　
沼
野
恭
子

　
二
〇
一
五
年
六
月
三
日
、
東
京
外
国
語
大
学
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
ホ
ー
ル
に

お
い
て
、
シ
ュ
ー
キ
ン
記
念
演
劇
大
学
の
劇
団
に
よ
る
『
イ
ワ
ー
ノ
フ
』

の
公
演
が
お
こ
な
わ
れ
た
。「
ロ
シ
ア
文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
日
本
組
織

委
員
会
」
が
招
聘
・
主
催
し
、
本
学
総
合
文
化
研
究
所
が
共
催
。
二
限
か

ら
昼
休
み
に
か
け
て
の
時
間
を
充
て
、
ロ
シ
ア
語
専
攻
の
学
生
た
ち
に
は

授
業
の
一
環
と
し
て
観
劇
し
て
も
ら
っ
た
。

　
シ
ュ
ー
キ
ン
演
劇
大
学
は
一
九
一
四
年
に
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
イ
・
ワ
フ
タ
ン

ゴ
フ
が
モ
ス
ク
ワ
で
学
生
た
ち
に
演
劇
指
導
を
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
昨

年
、
創
立
百
周
年
を
迎
え
た
。
名
優
ボ
リ
ス
・
シ
ュ
ー
キ
ン
の
名
を
冠
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
三
九
年
。
長
年
に
わ
た
っ
て
演
劇
・
映
画
・

テ
レ
ビ
の
世
界
に
数
多
く
の
才
能
を
輩
出
し
て
き
た
由
緒
あ
る
学
校
で

あ
る
。
一
九
六
七
年
制
作
の
ソ
連
映
画 

『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』 

で
主

役
を
演
じ
た
タ
チ
ヤ
ー
ナ
・
サ
モ
イ
ロ
ワ
も
こ
の
大
学
の
出
身
だ
。

　
今
回
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
戯
曲 『
イ
ワ
ー
ノ
フ
』 

を
演
じ
た
の
は
、
ニ
ー
ナ
・

ド
ヴ
ォ
ル
ジ
ェ
ツ
カ
ヤ
先
生
の
ク
ラ
ス
で
学
ん
だ
「
俳
優
の
卵
」
た
ち
で
、

み
な
昨
年
六
月
に
卒
業
し
た
ば
か
り
。
ミ
ハ
イ
ル
・
セ
マ
コ
ー
フ
教
授
に

よ
る
演
出
、
指
導
の
も
と
で
二
年
ほ
ど
前
か
ら
練
習
を
重
ね
て
き
た
と
い

う
。

　『
イ
ワ
ー
ノ
フ
』
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
初
期
戯
曲
だ
。
最
初
は
一
八
八
七

年
に
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ル
シ
ュ
座
で
上
演
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
今
の
形
に
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の
訪
問
者T

he G
uest in the W

ood

』
は
二
〇
一
四
年
度
米
国
最
優
秀
翻

訳
書
賞
（
詩
部
門
）
を
受
賞
。
日
本
で
編
ま
れ
た
『
脱
原
発
・
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー218

人
詩
集
』（
二
〇
一
二
）
に
、環
境
を
テ
ー
マ
と
し
、特
に
「
風

力
」
に
こ
だ
わ
っ
た
次
の
英
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

w
alls and leaves / sucking rays, / spitting suns / into soups: / our 

veins, / glow
ing like neons.

講
演
と
朗
読
「
エ
リ
ー
ザ
・
ビ
ア
ジ
ー
ニ

―
わ
た
し
の
詩
の
作
法
に
つ
い
て
」（
総
合
文
化
研
究
所
主
催

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
〇
日
）　

報
告

　
和
田
忠
彦

　
イ
タ
リ
ア
文
化
会
館
大
阪
の
招
聘
に
よ
り
来
日
し
た
詩
人
エ
リ
ー
ザ
・

ビ
ア
ジ
ー
ニElisa B

iagini

に
よ
る
講
演
と
詩
の
朗
読
会
を
、
立
命
館
大

学
土
肥
秀
行
氏
な
ら
び
に
本
学
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
石
田
聖
子
氏
の
協

力
を
得
て
主
催
し
た
。
イ
タ
リ
ア
語
と
英
語
で
創
作
を
つ
づ
け
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
と
身
体
性
を
め
ぐ
る
作
品
の
多
い
詩
人
か
ら
、
そ
の
詩
作
品
生
成
に

ま
つ
わ
る
自
己
分
析
を
体
験
を
ま
じ
え
つ
つ
語
っ
て
も
ら
っ
た
の
ち
、
最

新
詩
集
『
裂
け
目
よ
りD

a una crepa
』
を
中
心
に
、
自
作
の
朗
読
を
お

願
い
し
た
。
聴
衆
は
三
十
人
ほ
ど
と
多
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
イ
タ
リ
ア
語
を
解
す
る
と
い
う
条
件
も
手
伝
っ
て
、
き
わ
め
て
な
ご

や
か
な
う
ち
に
会
は
進
行
し
た
。
ち
な
み
に
当
日
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

本
誌
次
号
に
全
文
を
掲
載
す
る
予
定
の
た
め
、
こ
こ
で
は
略
歴
の
み
記
す

に
留
め
る
。

　
一
九
七
〇
年
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
生
ま
れ
。
現
在
も
な
お
居
住
す
る
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
と
、
か
つ
て
ア
ル
ダ
・
メ
リ
ー
ニ
に
つ
い
て
の
論
文
で
博
士
号
を

取
得
し
た
ア
メ
リ
カ
を
主
な
活
動
場
所
と
す
る
。
伊
語
と
英
語
を
行
き
来

し
な
が
ら
創
作
と
翻
訳
を
な
す
。
そ
の
詩
か
ら
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
身
体

性
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
が
色
濃
く
浮
か
び
上
が
る
。
エ
イ
ナ
ウ
デ
ィ
社
の

詩
歌
叢
集
「
白
本
」
よ
り
、こ
れ
ま
で
三
冊
の
詩
集
を
発
表
し
た
。
順
に
、

『
訪
問
者L'ospite

』（
二
〇
〇
四
）、『
森
に
てN

el B
osco

』（
二
〇
〇
七
）、『
裂

け
目
よ
りD

a una crepa

』（
二
〇
一
四
）。
ダ
イ
ア
ナ
・
ソ
ー
ほ
か
訳
『
森
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点
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
企
画
を
総
合
文
化
研
究
所
の
企
画
と

し
て
実
現
さ
せ
る
決
断
を
躊
躇
な
く
行
っ
た
、
本
研
究
所
所
長
の
和
田
忠

彦
氏
、
実
質
的
な
企
画
構
成
な
ら
び
に
膨
大
な
実
務
の
す
べ
て
を
お
引
き

受
け
く
だ
さ
っ
た
本
学
の
博
多
か
お
る
、
白
水
社
編
集
部
の
鈴
木
美
登
里

の
両
氏
の
ご
尽
力
な
し
に
は
、
こ
の
企
画
が
充
実
し
た
成
果
を
達
成
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
奥
様
か
ら
は
先
生
の
ご
直
筆
の

お
原
稿
、
書
籍
、
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
か
ら
の
贈
り
物
、
写
真
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
貴
重
な
資
料
を
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
前
後
の

三
週
間
に
わ
た
っ
て
図
書
館
に
資
料
展
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
は
、
会
場
に
て
さ
ら
に
資
料
展
示
を
行
う
こ
と
も

可
能
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
功

は
、
今
回
の
私
た
ち
の
依
頼
を
快
諾
し
、
貴
重
で
あ
る
と
同
時
に
示
唆
に

富
む
発
表
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
登
壇
者
の
方
に
も
っ
ぱ
ら
負
う

も
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
の
和
田
氏
に
よ
る
今
回
の
企
画
の
趣
旨
説
明
の
後

に
、作
家
の
堀
江
敏
幸
氏
に
よ
る
基
調
講
演
が
行
わ
れ
た
。
ヴ
ァ
レ
リ
ィ
・

ラ
ル
ボ
ー
へ
の
関
心
か
ら
の
岩
崎
先
生
と
の
出
会
い
に
始
ま
り
、
ラ
ル

ボ
ー
生
誕
の
地
で
あ
る
ヴ
ィ
シ
ー
を
訪
問
さ
れ
た
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
か
ら
「
岩
崎
力
さ
ん
を
ご
存
知
で
す
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
逸
話

へ
の
展
開
に
よ
っ
て
、
岩
崎
力
と
い
う
ひ
と
り
の
文
学
者
が
、
国
境
、
言

岩
崎
力
の
仕
事

                                                                                                                                  

報
告

　
松
浦
寿
夫

　
二
〇
一
五
年
の
初
夏
の
時
期
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
岩
崎
力
先
生
の
ご
逝

去
の
悲
報
を
奥
様
か
ら
の
書
状
で
知
る
こ
と
と
な
り
、
私
事
に
わ
た
る

が
、
大
き
な
悲
し
み
と
と
も
に
、
先
生
と
と
も
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た

僥
倖
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
時
間
を
反
芻
す
る
日
々
を
過
ご
す
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
学
生
と
し
て
、
同
じ
大
学
院
の
後
輩
と
し
て
、

ま
た
僭
越
な
が
ら
同
僚
と
し
て
過
ご
し
え
た
日
々
の
な
か
で
多
く
の
教

え
を
受
け
な
が
ら
、
何
一
つ
と
し
て
そ
の
恩
恵
へ
の
負
債
を
お
返
し
で
き

て
い
な
い
事
実
に
愕
然
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
で
深
い
悔
恨

を
強
い
る
日
々
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
多
く
の
恩
恵
を
得
る
こ
と

に
な
っ
た
先
生
の
お
仕
事
を
再
び
手
に
と
っ
て
み
る
機
会
を
も
た
ら
す

も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
筆
者
の
素
朴
な
確
信
は
、
目
の
前
に
圧
倒

的
な
質
量
と
し
て
現
前
す
る
先
生
の
お
仕
事
は
、
決
し
て
終
わ
る
こ
の
な

い
と
い
う
点
で
無
限
性
に
開
か
れ
た
教
育
の
場
で
あ
り
続
け
て
い
る
と

い
う
事
実
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
作
家
、
岩
崎
力
の
仕
事
は
何
度
と
な
く
、
つ
ね
に
新
た
な
仕
方
で
読
ま

れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
否
定
し
が
た
い
事

実
を
言
明
し
、
こ
の
終
わ
り
の
な
さ
を
確
証
す
る
機
会
を
多
く
の
方
た
ち

と
共
有
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
願
望
こ
そ
が
、
二
〇
一
五
年
十
二
月

六
日
に
本
学
ア
ゴ
ラ
・
グ
ロ
ー
バ
ル
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
、「
岩
崎
力
の
仕
事
、
終
わ
り
な
き
生
、
終
わ
り
な
き
言
葉
」 

の
起
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語
、
職
業
と
い
っ
た
領
域
画
定
の
境
界
線
を
横
断
し
、
い
わ
ば
友
愛
の
領

域
を
瞬
間
的
に
交
し
合
う
不
意
の
目
配
せ
の
よ
う
に
拡
張
し
て
い
く
様

相
を
喚
起
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
充
実
し
た
講
演
で
あ
る
と
同

時
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
企
画
者
た
ち
の
曖
昧
な
意
図
に
明
確
な
形 

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
岩
崎
先
生
の
同
僚
と
し
て
本
学
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
教
鞭
を

と
ら
れ
た
西
永
良
成
氏
、
岩
崎
先
生
か
ら
学
生
と
し
て
教
え
を
受
け
、
岩

波
書
店
の
編
集
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
小
口
未
散
氏
の
お
二
人
か
ら
岩

崎
先
生
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
多
く
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
提
供
さ
れ
た
が
、
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
モ
ナ
ム
ー
ル
」

の
撮
影
に
通
訳
と
し
て
参
加
さ
れ
た
岩
崎
先
生
の
声
と
咳
と
が
こ
の
映

画
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
西
永
氏
の
回
想
は
こ
の
た
え
ず
反

復
的
に
聴
取
可
能
な
声
の
痕
跡
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
小

口
氏
が
指
摘
さ
れ
た
東
京
外
国
語
大
学
闘
争
の
さ
な
か
の
「
造
反
教
官
」

と
し
て
の
岩
崎
先
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
紹
介
も
ま
た
、
岩
崎
先
生
の
首

尾
一
貫
し
た
理
性
的
な
姿
勢
と
同
時
に
東
京
外
国
語
大
学
執
行
部
の
非

論
理
的
な
暴
挙
と
を
明
晰
に
対
比
さ
せ
る
点
で
き
わ
め
て
示
唆
的
な
指

摘
で
あ
っ
た
。

　
第
二
部
は
タ
ー
ブ
ル
・
ロ
ン
ド
形
式
の
も
と
で
、
小
倉
孝
誠
、
中
野
知

律
、
澤
田
直
、
堀
江
敏
幸
の
四
氏
が
登
壇
さ
れ
、
筆
者
が
司
会
を
務
め

た
。
い
ず
れ
も
優
れ
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
者
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の

翻
訳
に
携
わ
れ
て
い
る
登
壇
者
の
方
々
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
報
告
を

い
た
だ
き
、
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
岩
崎
先
生
の
お
仕
事
を
振
り
返
る
討
議

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
小
倉
氏
か
ら
は
、
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
の
『
黒
の
過

程
』
の
翻
訳
に
際
し
て
、
岩
崎
先
生
が
自
分
が
こ
の
書
物
を
翻
訳
す
る
に

は
若
す
ぎ
た
と
い
う
感
想
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
た
事
実
か
ら
、
成
熟
の

問
題
と
声
の
肌
理
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
り
、
中
野
氏
か
ら
は

プ
ル
ー
ス
ト
研
究
の
観
点
か
ら
の
岩
崎
先
生
の
お
仕
事
の
紹
介
が
あ
り
、

と
り
わ
け
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
ラ
ル
ボ
ー
の
読
書
論

―
い
ず
れ
も
、
岩
崎

先
生
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

―
、
と
の
対
比
か
ら
読
書
と
翻
訳
に

関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
た
、
澤
田
氏
は
、
岩
崎
先
生
と
の
実

際
の
出
会
い
は
ご
く
僅
か
し
か
な
か
っ
た
が
、「
翻
訳
者
と
し
て
の
岩
崎

力
」
と
の
出
会
い
を
通
し
て
い
く
つ
も
の
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
を
発
見
す
る

こ
と
に
な
っ
た
個
人
的
な
経
験
を
語
り
、
堀
江
氏
は
岩
崎
先
生
が
自
ら
の

翻
訳
の
改
訳
に
あ
た
り
、
句
点
を
一
つ
付
け
加
え
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
、
句
点
の
一
つ
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
声
の
肌
理
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
て

し
ま
う
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
岩
崎
先
生
の
翻
訳
作
業
に
注
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
岩
崎
力
を
翻
訳
者
と
し
て
で
は
な
く
、
ご
く
端
的
に
作

家
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
得
力
に
満
ち
た
提
言
が
な
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
、
会
場
に
い
ら
し
た
多
く
の
聴
衆
の
方
々
か
ら
の
貴
重
な
ご
発

言
も
あ
り
、
充
実
し
た
時
間
を 

共
有
す
る
こ
と
で
き
た
一
日
で
あ
っ
た

と
筆
者
は
確
信
し
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
方
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
岩
崎
先
生
の
ご
著
書
、『
ヴ
ァ
ル
ボ
ワ
ま
で
』
の
再
刊
と
、『
ふ

ら
ん
す
』
誌
に
一
年
間
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
を
め
ぐ
る

美
し
い
回
想
的
な
テ
ク
ス
ト
の
書
物
と
し
て
の
刊
行
を
筆
者
も
ま
た
強

く
望
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
か
つ
て
、
各
国
文
学
の
代
表
的
な
翻
訳
者
が
一
同
に
会
す
る
様

相
を
示
し
て
い
た
東
京
外
国
語
大
学
に
お
い
て
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
翻

訳
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
大
学
の
名
声
の
き
わ
め
て
大
き
な
部
分
が
保

証
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
翻
訳
と
い
う
営
み
が
示
す
こ
の
上
も
な
く

高
度
な
知
性
と
感
覚
と
の
成
果
に
対
し
て
の
敬
意
を
ほ
と
ん
ど
喪
失
し

た
か
の
よ
う
な
愚
か
さ
が
広
が
り
を
示
す
現
在
の
大
学
環
境
を
前
に
、
今
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回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
明
確
に
異
議
を
提
示
す
る
機
会
で
も
あ
り
え
た

は
ず
だ
。

　
最
後
に
、
改
め
て
、
ご
登
壇
い
た
だ
い
た
方
々
、
会
場
に
い
ら
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
々
、
後
援
の
白
水
社
、
協
賛
の
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
会
の
皆
様

へ
の
深
い
感
謝
の
意
を
記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
一
日
、「
あ
な
た
は
岩

崎
力
先
生
を
ご
存
知
で
す
か
」
と
い
う
問
い
と
と
も
に
美
し
い
友
愛
の
空

間
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
皆
様
の
ご
参

集
に
負
っ
て
い
る
点
は
否
定
し
が
た
い
事
実
だ
か
ら
だ
。

付
記
：
白
水
社
刊
の
月
刊
誌
『
ふ
ら
ん
す
』
二
〇
一
六
年
二
月
号
に
は
特

集
〈
翻
訳
者
の
仕
事
〉
と
し
て
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ

が
、
和
田
、
堀
江
、
澤
田
の
三
氏
に
よ
り
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
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と
研
究
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
経
験
を
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
巧
み

な
日
本
語
で
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。〈
西
洋
人
〉
が
民
謡
に
興
味
を
示

し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
み
ず
か
ら
歌
い
、
あ
る
い
は
伴
奏
楽
器
で
あ
る
三
味

線
を
奏
で
る
修
行
を
す
る
と
い
っ
た
取
り
組
み
は
、
奇
異
に
見
ら
れ
る
こ

と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
同
時
に
そ
の
珍
し
さ
も
手
伝
っ
て
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
数
多
く
登
場
し
、
民
謡
の
文
化

と
し
て
の
普
遍
性
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際

に
ヒ
ュ
ー
ズ
先
生
が
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
多
く
の
芸
能
人
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
も
面
白
く
、
た
と
え
ば
金
沢
明
子
が
「
ジ
ー
パ
ン
民
謡
歌
手
」
と

し
て
人
気
を
博
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。

　
金
沢
明
子
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
く
に
若
い
世
代
に
は
〈
古
く

さ
い
〉
文
化
と
も
見
ら
れ
が
ち
な
民
謡
を
、
単
に
保
存
し
て
伝
え
て
い
く

だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
現
代
の
文
化
と
し
て
ア
レ
ン
ジ
し
て
青
少
年

を
含
む
幅
広
い
層
に
楽
し
ん
で
も
ら
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
文
化
の

伝
達
一
般
に
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
和
服
で
は
な
く
セ
ー
タ
ー

や
Ｔ
シ
ャ
ツ
に
に
ジ
ー
パ
ン
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
民
謡
を
歌
っ
た
金

沢
明
子
の
試
み
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年

代
に
か
け
て
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
は
「
ふ
る
さ
と
」
へ
の
郷
愁

と
い
う
主
題
を
含
む
こ
と
も
あ
っ
て
民
謡
と
の
親
和
性
を
も
っ
て
い
た
。

代
表
的
な
フ
ォ
ー
ク
歌
手
で
あ
る
岡
林
信
康
は
八
〇
年
代
に
民
謡
の
リ

総
合
文
化
研
究
所
・
国
際
日
本
学
研
究
院

　
連
続
文
化
講
演
会

報
告

　
柴
田
勝
二

日
時
：
①
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
（
木
） 

一
七
時
五
〇
分
〜
一
九
時

　
　
　
②
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
（
木
） 

一
七
時
五
〇
分
〜
一
九
時

場
所
：
総
合
文
化
研
究
所

　
会
議
室

講
演
者
：
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
（
一
二
月
一
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
大
学

Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
・
本
学
招
聘
教
員
）

「
私
の
民
謡
研
究
に
つ
い
て
」

イ
リ
ス
・
ハ
ウ
カ
ン
プ
（
一
二
月
一
七
日
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ

Ａ
Ｓ
・
本
学
招
聘
教
員
）

「
草
創
期
の
国
際
合
作
映
画

―
日
本
と
ド
イ
ツ
、
共
同
映

画
制
作
に
お
け
る
歩
み
寄
り
」

　　
本
連
続
講
演
会
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
よ
り
招
聘
教
員
と
し
て

お
迎
え
し
て
い
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
、
イ
リ
ス
・
ハ
ウ
カ
ン
プ

の
両
先
生
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
と
し
て
お
ら
れ
る
領
域
に
関
す
る
主
題
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
で
、
二
週
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ

た
。
比
較
的
急
に
企
画
さ
れ
た
講
演
会
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

学
院
生
を
中
心
と
し
て
総
合
文
化
研
究
所
会
議
室
が
満
杯
に
な
る
程
度

の
聴
衆
が
あ
り
、
盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

  

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ズ
先
生
の
「
私
の
民
謡
研
究
」
は
、
青
年
期

に
日
本
の
民
謡
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
、
そ
の
後
四
〇
年
以
上
そ
の
修
行
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ズ
ム
を
取
り
入
れ
て
独
自
の
ロ
ッ
ク
「
エ
ン
ヤ
ト
ッ
ト
」
を
作
り
上
げ
、

各
地
で
公
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
岡
林
の
試
み
は
音
楽
面
で
現
代
歌

謡
と
民
謡
の
両
方
の
可
能
性
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

一
九
六
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
民
謡
協
会
で
は
現
在
も
若
い
世
代
に

民
謡
を
普
及
す
べ
く
、
少
年
少
女
を
対
象
と
し
た
講
習
会
や
コ
ン
ク
ー
ル

を
積
極
的
に
催
し
て
い
る
。

  

こ
う
し
た
民
謡
の
伝
達
と
現
代
化
の
模
索
の
問
題
を
話
さ
れ
な
が
ら
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
長
年
修
行
さ
れ
た
民
謡
を
部
分
的
に
披
露
さ
れ
た
。
プ

ロ
顔
負
け
の
声
量
と
節
回
し
に
聴
衆
は
圧
倒
さ
れ
、
民
謡
と
い
う
文
化
の

息
吹
を
直
接
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

  

イ
リ
ス
・
ハ
ウ
カ
ン
プ
先
生
の
「
草
創
期
の
国
際
合
作
映
画

―
日
本

と
ド
イ
ツ
、
共
同
映
画
制
作
に
お
け
る
歩
み
寄
り
」
は
一
九
二
〇
年
代
に

お
け
る
日
独
協
同
に
よ
る
映
画
制
作
の
様
相
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
も
の

で
、〈
日
本
〉
を
ド
イ
ツ
と
い
う
西
洋
の
国
に
紹
介
す
る
こ
と
に
と
も
な

う
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。〈
日
本
〉
は
当
時
の
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
サ
ム
ラ
イ
、
ハ
ラ
キ
リ
、
ゲ
イ
シ
ャ
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら

れ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
た
映
画
作
り
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
同
時
代
の
日
本
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
前
景
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
い

と
〈
日
本
〉
が
ド
イ
ツ
の
観
客
に
伝
わ
り
に
く
く
、
一
九
二
六
年
の
『
武

士
道
』
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
前
提
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
三
二
年
の
『N

ippon

』
は
、
天
平
時
代
、
戦
国
時
代
、
現
代
と

い
う
三
つ
の
時
代
を
そ
れ
ぞ
れ
舞
台
と
す
る
『
沙
弥
麿
』『
篝
火
』『
大

都
会
』
と
い
う
三
本
の
短
編
映
画
を
ま
と
め
て
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

一
五
〇
〇
年
代
を
舞
台
と
す
る
『
篝
火
』
に
当
時
存
在
し
な
い
吉
原
が
登

場
す
る
な
ど
、
時
代
考
証
は
正
確
で
は
な
い
。
こ
の
時
代
設
定
は
ド
イ
ツ

に
お
け
る
騎
士
道
の
時
代
が
一
五
〇
〇
年
前
後
だ
か
ら
で
、
軍
事
的
な
連

携
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、「
騎
士
」
と
「
武
士
」
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
強
調
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
た
。『
大
都
会
』
は
現
代
を

舞
台
と
し
、
鉄
道
技
術
の
発
展
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
主
人
公
を
描
く
も

の
の
、〈
西
洋
〉
と
の
差
違
の
乏
し
さ
ゆ
え
に
不
評
判
に
終
わ
っ
た
。

  

こ
う
し
た
文
化
紹
介
に
と
も
な
う
困
難
さ
が
わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
、

適
宜
紹
介
さ
れ
る
二
、三
〇
年
代
の
映
画
の
映
像
も
普
段
眼
に
し
な
い
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
聴
衆
の
興
味
を
掻
き
立
て
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お

二
人
の
講
演
は
と
も
に
〈
日
本
〉
と
〈
西
洋
〉
を
い
か
に
架
橋
す
る
か
と

い
う
問
題
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
、
外
語
大
の
学
生
、
院
生
、
と
く
に
聴
衆

の
大
半
を
占
め
る
留
学
生
に
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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話
で
綴
る
一
夜
」

（
一
二
月
一
一
日
一
八
時
〜
二
〇
時
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
）

・
川
島
京
子
（
早
稲
田
大
学
）
講
演
会
「
日
本
バ
レ
エ
の
幕
開
け

―

白
系
ロ
シ
ア
人
エ
リ
ア
ナ
・
パ
ヴ
ロ
バ
の
功
績
」

（
一
二
月
一
八
日
、
一
七
時
三
〇
分
〜
一
九
時
一
〇
分
、
研
究
講
義
棟

二
二
六
）

　
開
幕
イ
ベ
ン
ト
「
世
界
の
食
と
酒
を
語
る
」
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
研
究
者

で
あ
る
八
木
久
美
子
先
生
と
、
ロ
シ
ア
文
化
を
専
門
と
す
る
沼
野
恭
子
先

生
に
、「
食
」
と
い
う
切
り
口
か
ら
世
界
の
文
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
ざ
っ

く
ば
ら
ん
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
八
木
先
生
に
よ
れ
ば
、「
辛
く
苦
し

い
断
食
月
間
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
捉
え
ら
れ
が
ち
な
ラ
マ
ダ
ン

が
、
実
は
に
ぎ
や
か
な
祝
祭
と
共
食
の
場
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
一
見

す
る
と
「
文
化
習
慣
の
尊
重
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
ハ
ラ
ー
ル
」
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
う
国
家
・
企
業
戦
略
で
も
あ
る
と
い
う
興
味
深
い

指
摘
も
な
さ
れ
た
。
一
方
、
沼
野
先
生
の
知
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
ソ
連
か

ら
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
後
、「
自
由
の
国
」
に
来
た
結
果
、
か
え
っ
て
ユ
ダ

ヤ
の
戒
律
を
厳
格
に
順
守
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

「
自
由
と
束
縛
」
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ

言
語
文
化
学
部
「
冬
の
芸
術
祭
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
日
〜
一
八
日
）

報
告

　
前
田
和
泉

　
大
学
は
授
業
が
行
わ
れ
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
い
。
各
種
研
究
会
や
学

会
、
映
画
上
映
会
や
講
演
会
な
ど
、
日
頃
学
内
で
は
多
く
の
興
味
深
い
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別

に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
慌
た
だ
し
い
日
常
の
中
で
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
今
回
、
言
語
文
化
学
部
で
は
、
芸
術
や
文
化
に

関
わ
る
一
連
の
イ
ベ
ン
ト
を
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
ま
と
め
、
総
合
文

化
研
究
所
の
共
催
に
よ
り
「
冬
の
芸
術
祭
」
と
題
し
て
開
催
し
た
。
二
週

間
余
の
間
に
複
数
の
催
し
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
内
外
に
ア

ピ
ー
ル
し
、
学
生
や
教
職
員
、
学
外
の
人
々
に
も
、
様
々
な
形
で
「
芸
術
」

に
親
し
ん
で
も
ら
う
の
が
狙
い
で
あ
る
。

　
開
催
さ
れ
た
の
は
以
下
の
四
つ
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。

・
八
木
久
美
子
×
沼
野
恭
子
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
世
界
の
食
と
酒
を

語
る
」

（
一
二
月
二
日
一
八
時
〜
一
九
時
三
〇
分
、留
日
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
ホ
ー
ル
）

・
松
浦
寿
夫
展
覧
会
〜Suite Concarnoise

〜

（
一
二
月
九
日
〜
一
六
日
、
研
究
講
義
棟
四
二
二
前
）

・
博
多
か
お
る
ピ
ア
ノ
＋
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
「
ピ
ア
ノ
と
お
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せ
た
。「
羊
を
見
る
と
、《
か
わ
い
い
》
で
は
な
く
《
お
い
し
そ
う
》
と
思

う
」（
八
木
）、「
実
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
鶏
を
絞
め
た
こ
と
が
あ
る
」（
沼
野
）

な
ど
、
両
先
生
の
知
ら
れ
ざ
る
秘
話
も
明
か
さ
れ
、
会
場
は
大
い
に
沸
い

た
。
な
お
、
ト
ー
ク
後
は
ワ
イ
ン
試
飲
会
が
行
わ
れ
、
世
界
各
地
の
ワ
イ

ン
が
来
場
者
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
。

　
松
浦
寿
夫
先
生
は
近
代
西
欧
美
術
の
専
門
家
だ
が
、
自
身
も
画
家
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
学
外
で
は
毎
年
の
よ
う
に
個
展
を
開
い
て
き
た
。
今
回
、

学
内
初
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
、
普
段
は
目
立
た
ぬ
研
究
講
義
棟
の
一
角

が
一
週
間
に
わ
た
っ
て
様
々
な
色
の
キ
ャ
ン
バ
ス
で
彩
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
〈Suite C

oncarnoise

〉（
コ
ン
カ
ル
ノ
ー
連
作
）
は
、

松
浦
先
生
の
恩
師
で
あ
る
故
・
岩
崎
力
（
本
学
名
誉
教
授
）
の
エ
ッ
セ
ー

に
由
来
す
る
。
開
会
日
に
は
画
家
本
人
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
行

わ
れ
、
作
品
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
や
技
法
な
ど
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。「
絵

は
足
し
算
の
芸
術
だ
が
、
色
彩
を
足
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に

キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
に
余
白
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
コ
メ

ン
ト
は
、
実
作
者
な
ら
で
は
と
言
え
よ
う
。
会
期
中
に
は
、
キ
ャ
ン
バ
ス

を
前
に
人
々
が
語
り
合
う
姿
も
見
ら
れ
、
研
究
講
義
棟
と
い
う
日
常
空
間

の
新
た
な
可
能
性
も
感
じ
さ
せ
る
試
み
と
な
っ
た
。

　
松
浦
先
生
が
美
術
研
究
者
に
し
て
画
家
で
あ
る
の
に
対
し
、
博
多
か
お

る
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
に
し
て
プ
ロ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
あ
る
。
レ
ク

チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
「
ピ
ア
ノ
と
お
話
で
綴
る
一
夜
」
は
博
多
先
生
が
学

内
で
行
う
初
の
本
格
的
な
演
奏
会
で
、
曲
目
は
、
ク
ー
プ
ラ
ン
『
ク
ラ
ヴ

サ
ン
曲
集
』
よ
り
「
さ
ま
よ
え
る
影
」「
病
み
上
が
り
の
女
」「
恋
す
る
ロ

シ
ニ
ョ
ー
ル
」、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
『
前
奏
曲
集
第
二
集
』
よ
り
「
ヒ
ー
ス

の
丘
」「
月
の
光
が
ふ
り
注
ぐ
テ
ラ
ス
」「
花
火
」、チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー『
四

季
』
よ
り
「
六
月
〈
舟
歌
〉」「
十
二
月
〈
ク
リ
ス
マ
ス
〉」、
シ
ュ
ー
マ
ン

『
パ
ピ
ヨ
ン
』、
シ
ョ
パ
ン
『
ス
ケ
ル
ツ
ォ
第
二
番
』、
そ
し
て
ア
ン
コ
ー

ル
に
シ
ョ
パ
ン
『
ノ
ク
タ
ー
ン
第
二
番
』。
選
曲
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
一

年
を
振
り
返
る
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
に
関
し
て
簡
単
な
レ
ク
チ
ャ
ー
も

交
え
な
が
ら
演
奏
す
る
と
い
う
「
文
学
者
＋
音
楽
家
」
な
ら
で
は
の
催
し

を
、
学
内
外
か
ら
集
ま
っ
た
二
百
名
近
い
聴
衆
が
堪
能
し
た
。
会
場
の
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
は
、
普
段
は
主
に
授
業
や
大
学
の
行
事
に
使
用
さ

れ
、
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
も
日
頃
は
舞
台
裏
で
眠
っ
て
い
る
。
こ
の
夜
、
素

晴
ら
し
い
弾
き
手
を
得
た
ピ
ア
ノ
も
、
音
楽
で
満
た
さ
れ
た
ホ
ー
ル
も
、

い
つ
も
と
は
ま
る
で
見
違
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　「
芸
術
祭
」
を
締
め
く
く
っ
た
の
は
、
川
島
京
子
氏
（
早
稲
田
大
学
）
の

講
演
「
日
本
バ
レ
エ
の
幕
開
け

―
白
系
ロ
シ
ア
人
エ
リ
ア
ナ
・
パ
ヴ
ロ

バ
の
功
績
」
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
革
命
後
に
日
本
へ
亡
命
し
た
舞
踏
家
パ
ヴ

ロ
バ
は
、
バ
レ
エ
を
初
め
て
目
に
す
る
日
本
の
観
衆
を
自
ら
の
舞
踊
で

魅
了
し
、
ま
た
日
本
初
の
バ
レ
エ
ス
ク
ー
ル
を
設
立
し
て
多
く
の
弟
子
た

ち
を
育
て
た
。
当
時
、
彼
女
と
同
じ
く
革
命
を
き
っ
か
け
に
来
日
し
た
白

系
ロ
シ
ア
人
舞
踏
家
は
少
な
く
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
が
日
本
に
定
着
す
る

こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
に
対
し
、
パ
ヴ
ロ
バ
は
巧
み
に
日
本
社
会
と
同
化

し
、
日
本
伝
統
の
芸
事
に
見
ら
れ
る
「
家
元
制
度
」
を
自
身
の
ス
ク
ー
ル

に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
日
本
独
自
の
バ
レ
エ
文
化
を
開
花
さ
せ
た
。
体
系

的
な
教
育
制
度
を
欠
く
現
在
の
日
本
バ
レ
エ
界
の
欠
点
は
パ
ヴ
ロ
バ
に

起
因
す
る
と
い
う
批
判
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
国
境
を
越
え
て
異
文
化

で
生
き
る
こ
と
が
今
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
困
難
だ
っ
た
時

代
に
、
異
郷
に
根
を
張
り
、
女
手
一
つ
で
母
と
妹
を
養
い
、
最
後
は
帰
化

し
て
戦
地
へ
の
慰
問
公
演
中
に
倒
れ
た
パ
ヴ
ロ
バ
の
逞
し
さ
と
し
な
や

か
さ
は
驚
嘆
に
値
す
る
。
講
演
中
に
当
時
の
貴
重
な
映
像
資
料
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
が
、
そ
こ
に
映
る
バ
レ
エ
ス
ク
ー
ル
の
子
供
た
ち
や
地
元
の
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支
援
者
た
ち
、
そ
し
て
パ
ヴ
ロ
バ
自
身
の
生
き
生
き
と
し
た
笑
顔
は
、
何

よ
り
も
雄
弁
に
彼
女
の
生
き
ざ
ま
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　　
以
上
を
も
っ
て
「
芸
術
祭
」
は
閉
幕
し
た
。
来
場
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
は
概
ね
好
評
で
、「
ぜ
ひ
第
二
回
を
」
と
の
有
難
い
コ
メ
ン
ト
も
あ
っ

た
が
、
怒
涛
の
一
二
月
を
終
え
、
真
っ
白
な
灰
と
な
っ
て
燃
え
尽
き
た
感

の
あ
る
運
営
担
当
と
し
て
は
、
今
後
の
こ
と
は
神
の
御
心
の
ま
ま
に
委
ね

た
い
と
思
う
。

　
最
後
に
な
る
が
、
準
備
に
あ
た
っ
て
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
方
々
に
は

こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。
そ
し
て
、
ご
協
力
、
ご
支
援
、

ご
心
配
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
皆
様
方
に
は
心
か
ら
の
感
謝
を
。
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点
景
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

フ
ロ
ー
リ
ア
ン
・
イ
リ
エ
ス
著
、
山
口
裕
之
訳

『1913

』

河
出
書
房
新
社

　
二
〇
一
四
年
十
二
月

　　
た
と
え
ば
『1934
』
あ
る
い
は
『1900

』

―
年
号
を
作
品
の
タ
イ

ト
ル
に
据
え
る
と
い
う
選
択
が
も
た
ら
す
喚
起
力
の
可
能
性
と
限
界
を

体
現
し
て
い
る
作
家
は
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ

ラ
ヴ
ィ
ア
は
、
わ
が
身
を
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
に
な

ぞ
ら
え
嘆
き
つ
つ
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
に
生
き
る
イ
タ
リ
ア
人
ド
イ
ツ

文
学
翻
訳
家
の
自
堕
落
と
憂
鬱
を
、『1934
』（
一
九
八
二
年
刊
、
邦
訳
：

千
種
堅
訳
、
早
川
書
房
八
三
年
刊
）
と
題
し
た
小
説
に
描
い
た
。
そ
れ
を
ル

イ
ジ
・
ピ
ラ
ン
デ
ッ
ロ
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
与
え
ら
れ
た
年
と
み
る

か
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
総
統
の
座
に
就
い
た
年
、
も
し
く
は
フ
ァ
シ
ス
ト
政
府

が
ス
ペ
イ
ン
王
党
派
支
持
を
表
明
し
二
年
後
バ
ル
セ
ロ
ナ
沖
か
ら
の
砲

撃
対
象
を
予
告
し
た
年
と
み
る
か

―
視
点
を
定
め
る
の
は
読
者
の
知

識
と
志
向
に
懸
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ベ
ル
ト
ル
ッ
チ
は
、

一
九
〇
一
年
生
ま
れ
の
幼
な
じ
み
ふ
た
り
を
狂
言
廻
し
に
二
十
世
紀
と

い
う
時
代
を
五
時
間
三
十
二
分
に
凝
縮
す
る
た
め
に
『1900

』（
一
九
七
六

年
公
開
）
を
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
選
ん
だ
。
そ
れ
を
無
謀
と
み
る
か
勇
敢

と
み
る
か
は
観
客
の
思
想
と
嗜
好
に
懸
か
っ
て
い
る
。

　
あ
る
い
は
沢
木
耕
太
郎
の
よ
う
に
、「
危
機
の
宰
相
」
と
「
テ
ロ
ル
の

決
算
」
を
合
わ
せ
て
収
録
す
る
た
め
に
、『1960

』（
二
〇
〇
四
年
刊
）
と

表
題
を
あ
た
え
、
年
号
の
も
つ
喚
起
力
を
恃
み
に
、
山
口
二
矢
、
三
島
由

紀
夫
、
岸
信
介
、
田
中
角
栄
と
い
っ
た
人
物
た
ち
を
糾
合
す
る
手
立
て
を

講
じ
た
作
家
も
い
る
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
に
年
号
と
な
に
か
を
組
み
合
わ
せ
て
、
た
と
え
ば

『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
の
よ
う
に
異
化
効
果
を
狙
っ
た
例
ま
で

加
え
る
と
な
る
と
、
作
品
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
年
号
の
喚
起
力
の
可
能
性

と
限
界
を
め
ぐ
る
考
察
の
ひ
ろ
が
り
は
果
て
が
み
え
な
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
さ
て
い
ま
、
わ
た
し
た
ち
の
前
に
あ
る
の
は
、
第
一
世
界
大
戦
勃
発
の

前
年
、
一
九
一
三
年
を
彩
る
出
来
事
を
十
二
章
つ
ま
り
は
十
二
ヵ
月
に
分

け
て
連
続
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
よ
ろ
し
く
綴
る
『1913

』
と
題
さ
れ
た
ひ

と
り
の
美
術
史
家
の
手
に
な
る
書
物
で
あ
る
。

　
冒
頭
つ
ま
り
一
月
に
起
き
た
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
か
ら
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」

失
踪
事
件
、
あ
た
た
め
て
き
た
『
変
身
』
の
構
想
を
つ
づ
り
は
じ
め
た
カ

フ
カ
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
フ
ロ
イ
ト
、
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
、
ダ
ン
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
に
リ
ル
ケ
、
ト
マ
ス
・
マ
ン
に
キ
ル
ヒ

ナ
ー
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
ア
ド
ル
ノ
、
ユ
ン
グ
に
ピ
カ
ソ
に
プ
ル
ー

ス
ト
、
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
…
…
た
ぶ
ん
万
華
鏡
（
と
い
う
よ
り
、

こ
こ
は
や
は
り
カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
が
一
見
造

作
な
く
散
っ
て
は
寄
り
合
う
図
柄
の
な
か
に
、
は
っ
と
目
を
射
る
眩
し
い

風
景
を
発
見
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
著
者
フ
ロ
ー
リ
ア
ン
・
イ
リ
エ
ス
は

一
九
一
三
年
と
い
う
世
界
大
戦
前
年
の
十
二
ヵ
月
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
才
能

が
文
学
、
絵
画
、
科
学
、
音
楽
を
問
わ
ず
文
化
全
般
に
わ
た
っ
て
開
化
し
、

ゆ
た
か
で
は
な
や
か
な
実
り
を
つ
け
は
じ
め
て
い
た
か
を
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ

と
よ
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
恣
意
性
を
捨
象
し
た
体
で
列
挙
し
て
い
く
。
誰
一

人
す
ぐ
そ
こ
に
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
が
迫
っ
て
い
る
予
兆
す
ら
感
じ
る
こ
と

の
な
い
ま
ま
、
た
と
え
ば
『
ト
ー
テ
ム
と
タ
ブ
ー
』
の
仕
上
げ
に
勤
し
む
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フ
ロ
イ
ト
は
ユ
ン
グ
と
の
亀
裂
を
深
め
て
い
る
。
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
号
沈
没

に
打
ち
の
め
さ
れ
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
『
西
洋
の
没
落
』
の
執
筆
に
専

念
す
る
こ
と
で
、
敗
北
感
と
憂
鬱
か
ら
逃
れ
よ
う
と
足
搔
い
て
い
る
。

　
近
代
社
会
学
の
父
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
近
代
性
（
モ
デ
ル

ニ
テ
）」
を
理
解
す
る
た
め
に
思
考
を
鍛
え
、
こ
の
年
「
世
界
の
脱
魔
術

化
」
と
い
う
概
念
に
逢
着
し
た
こ
と
よ
っ
て
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
不

可
思
議
を
合
理
化
す
る
手
掛
か
り
を
得
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
学
校
を
退

学
に
な
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
細
々
と
水
彩
画
を
描
き
な
が
ら

画
家
と
し
て
世
に
出
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
へ
と
居
を
移
す
。
同
じ
こ
ろ
ス
タ
ー
リ
ン
も
亡
命
者
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン

に
マ
ル
ク
ス
主
義
を
め
ぐ
る
思
索
と
執
筆
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
ふ
た
り

は
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
公
園
を
散
歩
し
な
が
ら
す
れ
違
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い

―
と
イ
リ
エ
ス
は
読
者
に
目
配
せ
を
送
る
。

　
こ
う
し
て
矢
継
ぎ
早
に
一
九
一
三
年
の
出
来
事
が
人
間
模
様
を
一
筆

書
き
で
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
て
い
く
の
だ
が
、
な
か
に
幾
人
か

し
っ
か
り
と
描
き
込
ま
れ
て
い
る
人
び
と
が
い
る
（
お
そ
ら
く
か
れ
ら
が

イ
リ
エ
ス
に
と
っ
て
時
代
の
徴
な
の
だ
ろ
う
）。
先
に
挙
げ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ

フ
カ
が
そ
う
だ
。
そ
し
て
オ
ス
カ
ー
・
コ
コ
シ
ュ
カ
。「
風
の
花
嫁
」
と

ト
ラ
ー
ク
ル
の
名
づ
け
た
ア
ル
マ
・
マ
ー
ラ
ー
の
肖
像
画
が
、
ど
ん
な
ふ

う
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
作
曲
家
グ
ス
タ
フ
・
マ
ー
ラ
ー
未
亡
人
と
の
恋
が

い
か
に
し
て
破
綻
し
た
の
か
が
過
不
足
な
く
素
早
く
描
か
れ
る
。
あ
る
い

は
こ
の
年
の
夏
、
形
而
上
絵
画
な
る
も
の
が
「
イ
タ
リ
ア
広
場
」
と
し
て

わ
た
し
た
ち
が
知
っ
て
い
る
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ
の
作
品
と
と
も

に
誕
生
し
た
こ
と
も
、
フ
ロ
イ
ト
と
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
関
わ
り
が
世
紀

初
頭
に
お
け
る
精
神
分
析
学
と
文
学
と
の
相
補
的
と
い
う
よ
り
蜜
月
関

係
を
跡
づ
け
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
美
術
史
家
は
見
逃
さ
な
い
。

　
こ
う
し
て
断
片
が
重
な
っ
て
い
く
な
か
で
徐
々
に
時
代
の
輪
郭
は
濃

さ
と
太
さ
を
増
し
て
い
く
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
読
者
の
眼
に
ど
う
映
る

か
は
さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
。
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
が『
春
の
祭
典
』を
シ
ャ

ン
ゼ
リ
ゼ
劇
場
で
上
演
し
た
と
き
、
十
二
音
階
音
楽
に
よ
る
革
命
が
達
成

さ
れ
た
と
す
る
著
者
の
暗
示
に
肯
く
ひ
と
も
い
れ
ば
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン

ド
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
若
い
作
家
の
才
能
を
見
い
だ
し
励
ま
し
た
か
ら

こ
そ
、『
若
い
芸
術
家
の
肖
像
』
と
『
ダ
ブ
リ
ン
市
民
』
は
完
成
に
漕
ぎ

つ
け
た
と
い
う
示
唆
に
膝
を
打
つ
ひ
と
も
、
い
や
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン

ガ
ー
の
逃
走
の
物
語
こ
そ
が
こ
の
年
の
収
穫
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
主
張

に
賛
同
す
る
ひ
と
も
、
い
や
や
は
り
『
失
わ
れ
た
時
を
も
と
め
て
』
の
第

一
巻
が
、
二
十
世
紀
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
決
定
的
影
響
を
あ
た
え
る
こ

と
に
な
る
書
物
の
刊
行
こ
そ
が
こ
の
年
一
九
一
三
年
最
大
の
事
件
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
囁
き
を
心
の
中
で
繰
り
返
す
ひ
と
だ
っ
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
お
そ
ら
く
読
者
が
ど
の
文
化
圏
や
言
語
圏
に
馴
染
み
が
あ
る
か
に

よ
っ
て
、
こ
の
美
術
史
家
の
描
き
だ
す
群
像
劇
の
登
場
人
物
た
ち
は
主
役

か
脇
役
か
そ
の
役
回
り
を
入
れ
替
え
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
も
し
英
語
圏

で
あ
れ
ば
、
初
め
て
映
画
の
契
約
書
に
署
名
す
る
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
や
初

め
て
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
を
手
に
取
る
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
、
そ
し

て
『
ヴ
ァ
ニ
テ
ィ
フ
ェ
ア
』
誌
の
創
刊
に
目
を
惹
き
つ
け
ら
れ
て
当
然
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
何
と
い
っ
て
も
本
書
が
描
く
群
像
劇
の
華

や
ぐ
舞
台
は
ウ
ィ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
の
ス
タ
ー
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
フ
ロ
イ

ト
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
、
シ
ー
レ
、
ク
リ
ム
ト
、
ロ
ー
ス
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
に
異
存
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
だ
意
識
の
縁
に
上

ら
な
い
ま
ま
夢
が
、
そ
し
て
新
し
い
音
楽
や
建
築
が
、
論
理
や
倫
理
が
一

斉
に
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る

―
そ
の
中
心
に
ウ
ィ
ー
ン
が
あ
り
、
か
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れ
ら
が
い
た
の
だ
と
い
う
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
も
っ
と
も
多
感
で
華

や
か
な
季
節
を
め
ぐ
る
批
評
的
ま
な
ざ
し
の
先
に
み
え
る
風
景
が
、
じ
つ

は
十
九
世
紀
ス
イ
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
生
ま
れ
た
点
描
派
の
絵
画
の
よ
う

に
、
光
と
色
彩
の
凝
集
点
と
し
て
の
斑
点
の
集
合
が
生
成
す
る
点
景
に
よ

る
風
景
に
酷
似
し
て
い
る
と
思
い
い
た
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て

強
引
な
読
み
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
。
点
景
と
し
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

―
そ
ん
な
見
立
て
も
あ
り
な
の
だ
と
、
イ
リ
エ
ス
の
試
み
は
教
え
て
く

れ
る
。

（
和
田
忠
彦
）
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リ
ス
ボ
ン
か
ら
幽
玄
の
世
界
へ   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ブ
ッ
キ
著
、
和
田
忠
彦
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   『
イ
ザ
ベ
ル
に

―
あ
る
曼
荼
羅
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
河
出
書
房
新
社

　
二
〇
一
五
年
三
月

　
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ブ
ッ
キ
（
一
九
四
三
―
二
〇
一
二
）
の
没
後
に
出
版

さ
れ
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
作
家
本
人
の
出
版
許
可
は
な
い
も
の
の
、

出
版
す
る
水
準
に
至
っ
て
い
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
、
こ
う
し
て
私
た
ち

の
も
と
に
届
い
た
。
副
題
に
は「
あ
る
曼
荼
羅
」と
あ
り
、章
立
て
は「
章
」

で
は
な
く
、「
円
」
で
数
え
ら
れ
る
仕
掛
け
だ
。「
曼
荼
羅
」
と
聞
く
と
、

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の
世
界
で
は
フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
が
『
石
蹴
り

遊
び
』
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
も
と
は
「
曼
荼
羅
」
と
名
付
け
る
つ
も
り

だ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
コ
ル
タ
サ
ル
の
ほ
う
で
は
オ
リ
ベ
イ
ラ

が
恋
人
ラ
・
マ
ー
ガ
を
探
す
物
語
だ
っ
た
が
、
タ
ブ
ッ
キ
の
ほ
う
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

　
作
品
冒
頭
に
著
者
に
よ
る
「
弁
明
」
が
さ
ら
り
と
置
か
れ
、
そ
こ
で
は

「
赤
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　「
わ
た
し
が
ナ
ポ
リ
へ
と
想
像
力
で
羽
ば
た
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

あ
の
と
き
遠
く
の
空
に
満
月
が
浮
か
ん
で
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
月
は
赤

か
っ
た
。」（
註
の
か
た
ち
を
し
た
弁
明
、
八
頁
）

　
日
本
語
版
の
表
紙
写
真
は
逃
げ
て
ゆ
く
女
の
後
ろ
姿
で
、
顔
は
見
え
な

い
。
写
真
は
モ
ノ
ク
ロ
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
文
字
や
帯
に
は
赤
色
が
使
わ
れ

て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
版

1
の
ほ
う
で
は
ア
リ
シ
ア
・
サ
ヴ
ィ
ッ
ジ
の
写

真
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
赤
色
が
基
調
だ
。
ト
ラ
ン
ク
を
持
っ

て
い
る
女
が
真
っ
赤
な
ド
レ
ス
を
着
て
野
道
に
立
っ
て
い
る
。
日
本
語
版

と
違
っ
て
女
性
は
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
顔
の
部
分
は
煙
か
雲
の

よ
う
な
も
の
で
隠
さ
れ
て
い
て
、
や
は
り
見
え
な
い
。

　
赤
色
の
謎
の
女
。
装
丁
が
示
す
よ
う
に
、
赤
い
女
イ
ザ
ベ
ル
を
探
す
物

語
が
展
開
す
る
。
そ
の
過
程
で
、女
と
、彼
女
を
探
す
男
の
素
性
も
わ
か
っ

て
く
る
。

　
男
は
イ
ザ
ベ
ル
の
関
係
者
を
一
人
ひ
と
り
尋
ね
歩
く
。
幼
な
じ
み
の
モ

ニ
カ
、
ば
あ
や
の
ベ
ア
ト
リ
ス
、
サ
キ
ソ
フ
ォ
ン
奏
者
の
テ
ッ
ク
ス
、
看

守
の
ト
ム
お
じ
さ
ん
…
…
関
係
者
を
訪
ね
る
た
め
に
、
リ
ス
ボ
ン
、
マ
カ

オ
、
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
、
ナ
ポ
リ
と
旅
を
重
ね
る
。
訪
れ
る
の
は
大
都
市

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
た
と
え
ば
セ
ボ
レ
イ
ラ
と
い
う
小
さ

な
町
も
あ
る
。

　
そ
こ
は
公
営
住
宅
の
一
区
画
で
、
道
は
掘
り
返
さ
れ
、
小
広
場
は
手
入

れ
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
右
に
曲
が
り
、枯
れ
か
け
の
木
々
に
沿
っ

て
広
が
る
ち
い
さ
な
並
木
道
を
通
っ
た
。
そ
こ
に
は
下
水
設
備
が
な
く
、

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
他
の
イ
ン
フ
ラ
も
な
か
っ
た
。（
七
十
一

頁
）

　
看
守
の
ト
ム
お
じ
さ
ん
が
い
る
の
は
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
、
リ
ス
ボ
ン
の
近
く
に
あ
る
よ
う
な
の
だ
が
、
小
説
か
ら
判
断
す
る

か
ぎ
り
、
主
に
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
人
が
住
む
貧
困
地
区
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
移
民
が
住
み
つ
く
地
区
な
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
向
か
う
バ
ス
に
乗
っ
て

い
る
の
は
、「
三
つ
編
み
を
し
た
黒
人
の
若
者
が
ふ
た
り
、
目
の
前
に
は

買
い
物
袋
を
持
っ
た
老
婆
が
ひ
と
り
、
奥
の
座
席
に
は
控
え
め
な
様
子
の
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男
性
が
ひ
と
り
」（
七
十
頁
）
で
あ
る
。
バ
ス
の
運
転
手
は
「
冷
淡
そ
う

な
雰
囲
気
の
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
人
」（
七
十
頁
）。

　
ト
ム
お
じ
さ
ん
は
階
数
表
示
の
な
い
ア
パ
ー
ト
に
住
み
、
家
族
と
は
ク

レ
オ
ー
ル
語
で
話
し
、
思
い
出
話
に
も
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
に
い
た
こ
ろ
の

こ
と
が
出
て
来
る
。
そ
う
い
え
ば
、
別
の
章
で
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
テ
ィ

モ
ー
ル
に
い
た
経
験
が
あ
る
人
物
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

小
説
の
な
か
で
は
語
り
手
が
実
際
に
訪
れ
る
土
地
ば
か
り
で
な
く
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
植
民
地
の
ア
フ
リ
カ
や
そ
の
他
多
く
の
地
域
が
言
及
さ
れ
、
世
界

中
を
旅
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
が
与
え
ら
れ
る
。

　
本
書
は
ロ
ー
ド
・
ノ
ベ
ル
で
あ
り
、
ま
た
人
探
し
と
い
う
謎
解
き
の
要

素
も
加
わ
る
の
で
、
展
開
は
ス
リ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
探
さ
れ
て
い
る
イ
ザ

ベ
ル
は
サ
ラ
ザ
ー
ル
体
制
下
の
学
生
時
代
に
反
体
制
運
動
に
身
を
投
じ

た
人
物
で
あ
る
。
共
産
党
（
ử
赤
）
に
も
入
党
し
た
ら
し
い
。
田
舎
に
地

所
が
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
家
系
に
生
ま
れ
た
彼
女
だ
っ

た
が
、
事
故
で
両
親
を
失
っ
た
こ
と
が
原
因
で
変
貌
す
る
。
幼
な
じ
み
の

モ
ニ
カ
は
古
典
文
学
を
学
ん
だ
の
に
対
し
、
イ
ザ
ベ
ル
は
近
代
語
を
学

ぶ
。
そ
の
学
科
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
だ
っ
た
。

　
あ
る
教
授
は
カ
ミ
ュ
と
実
存
主
義
に
つ
い
て
の
講
義
を
、
ま
た
あ
る
教

授
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
つ
い
て
の
講
義
を
開

い
て
い
て
、
は
な
や
か
に
活
動
す
る
詩
人
が
幾
人
か
実
際
に
や
っ
て
き
て
、

自
作
を
朗
読
す
る
機
会
さ
え
あ
っ
た
の
で
す
。（
二
十
三
頁
）

　
イ
ザ
ベ
ル
は
詩
人
を
連
れ
て
き
て
学
生
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
。
大

学
で
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
色
で
あ
る
赤
い
ス
カ
ー
フ
を
巻
い
て
演
説
を

ぶ
ち
、ス
ペ
イ
ン
人
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
二
人
の
恋
人
を
持
つ
。
そ
の
後
、

警
察
に
追
わ
れ
て
身
を
隠
す
が
、
逮
捕
さ
れ
て
刑
務
所
に
送
ら
れ
る
。
牢

獄
で
ガ
ラ
ス
を
呑
み
込
ん
で
自
殺
し
、
新
聞
に
は
彼
女
の
葬
儀
の
告
知
が

載
る
。
し
か
し
彼
女
の
遺
体
を
見
た
者
は
な
い
。

　
語
り
手
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
ス
ウ
ォ
ヴ
ァ
ツ
キ
、
イ
ザ
ベ
ル
の
恋
人
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
が
イ
ザ
ベ
ル
探
し
に
乗
り
出
し
た
の
は
、
彼
女
が

本
当
に
死
ん
だ
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
だ
。
し
か
も
イ
ザ
ベ
ル
は

妊
娠
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
こ
と
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
は
気
が
か
り
だ
っ

た
。

　
こ
う
し
て
人
探
し
の
旅
と
い
う
リ
ア
ル
な
物
語
が
展
開
し
て
い
く
の

だ
が
、
徐
々
に
徐
々
に
幻
想
味
を
帯
び
て
き
て
、
全
九
円
の
う
ち
、
半
分

く
ら
い
進
ん
だ
あ
た
り
で
地
上
を
飛
び
立
ち
、
想
像
上
の
旅
と
い
う
か
、

架
空
の
夢
の
物
語
に
入
っ
て
い
っ
た
よ
う
な
感
覚
が
生
ま
れ
る
。
ひ
ょ
っ

と
し
て
、
最
初
か
ら
語
り
手
に
よ
る
想
像
上
の
旅
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
読
み
直
し
た
く
な
る
気
持
ち
に
も
駆
ら
れ
る
。

　
と
い
っ
て
も
、
で
は
果
た
し
て
こ
の
物
語
が
最
初
か
ら
想
像
上
の
旅

だ
っ
た
と
言
い
切
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
そ
の
確
信
が
読
者
に
は
は
っ

き
り
と
は
持
て
な
い
不
安
が
残
る
。
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
常
に
確
保
さ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
読
者
に
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
こ
そ
タ
ブ
ッ
キ
の

狙
い
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
確
か
に
、
あ
と
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

現
実
か
ら
想
像
へ
の
移
行
の
緩
や
か
な
離
陸
が
、
読
後
に
残
っ
て
い
る

も
っ
と
も
心
地
よ
い
体
験
だ
っ
た
と
言
え
る
。『
イ
ン
ド
夜
想
曲
』
を
読

ん
だ
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

　
評
者
に
と
っ
て
現
実
か
ら
想
像
へ
の
移
行
は
、
第
六
円
の
マ
カ
オ
の
洞

窟
で
訪
れ
た
。
語
り
手
が
マ
グ
ダ
と
い
う
女
性
か
ら
、
イ
ザ
ベ
ル
に
つ
い

て
証
言
を
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
分
が
ア
ジ
ア
人
だ
か
ら
な
の
か
、
あ

る
い
は
／
そ
し
て
、
マ
カ
オ
が
こ
の
本
に
出
て
来
る
場
所
の
な
か
で
唯
一
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訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
場
所
だ
か
ら
な
の
か
、
読
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
こ

の
マ
カ
オ
の
部
分
に
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
肝
腎
な
土
地
で
、
も
っ
と
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
薄
れ
て
ゆ

く
。
し
か
し
そ
の
代
わ
り
、
こ
の
パ
ー
ト
で
タ
ブ
ッ
キ
は
、
こ
の
本
で
書

か
れ
て
い
る
旅
が
書
物
を
め
ぐ
る
旅
で
あ
る
こ
と
を
も
教
え
て
く
れ
る
。

語
り
手
が
マ
カ
オ
で
訪
れ
る
の
は
カ
モ
ン
イ
ス
と
い
う
十
六
世
紀
の
ポ

ル
ト
ガ
ル
詩
人
が
い
る
洞
窟
な
の
だ
（
こ
う
し
て
、
他
の
箇
所
で
引
用
さ
れ

る
ガ
ル
シ
ア
・
ロ
ル
カ
や
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
な
ど
の
名
前
も
効
果
的
に
響
い

て
く
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
作
家
ド
ゥ
ル
モ
ン
・
ジ
・
ア
ン
ド
ラ
ー
ジ
か
ら
も
重
要

な
局
面
で
引
用
が
あ
る
）。

　
カ
モ
ン
イ
ス
の
洞
窟
と
い
う
の
が
本
当
に
あ
る
の
か
ど
う
か
調
べ
て

み
た
ら
、
カ
モ
ン
イ
ス
が
作
品
を
書
い
た
洞
窟
が
マ
カ
オ
に
あ
っ
て
、
そ

こ
が
現
在
は
公
園
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
読
者
に
と
っ

て
マ
カ
オ
が
ど
の
よ
う
な
距
離
感
に
あ
る
土
地
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
こ
の
小
説
に
出
て
来
る
土
地
で
は
い
ち
ば
ん
リ
ア
リ
テ
ィ
が
乏
し
い

場
所
か
も
し
れ
な
い
。
語
り
手
は
そ
の
後
マ
カ
オ
で
亡
霊
の
カ
モ
ン
イ
ス

と
会
い
、
彼
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
戻
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
イ
ザ
ベ
ル
と
再

会
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
三
章
分
を
費
や
す
マ
カ
オ
は
、
こ
の
小
説
の

な
か
で
は
異
界
へ
の
旅
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

***

　
行
方
不
明
に
な
っ
た
政
治
犯
を
探
す
人
の
物
語
。
こ
う
読
む
と
、

二
〇
一
五
年
に
公
開
さ
れ
た
チ
リ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
と
奇
妙

な
類
似
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
パ
ト
リ
シ
オ
・
グ
ス
マ
ン
監
督
『
光
の

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
（N

ostalgia de la luz

）』
の
こ
と
だ
。

　
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
、
チ
リ
の
ア
タ
カ
マ
砂
漠
に
あ
る
、
世

界
で
い
ち
ば
ん
標
高
の
高
い
天
文
台
が
登
場
す
る
。
こ
こ
に
は
世
界
一
の

天
体
望
遠
鏡
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
天
文
学
者
が
や
っ
て
く
る
。

登
場
す
る
人
は
誰
も
が
優
し
い
声
を
し
て
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
語
る
。
若

い
天
文
学
者
が
宇
宙
の
神
秘
を
お
だ
や
か
に
説
明
す
る
。

　
し
か
し
、
か
た
や
そ
の
ア
タ
カ
マ
砂
漠
の
地
中
に
は
、
独
裁
者
ピ
ノ

チ
ェ
ト
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
遺
体
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
は
、
天
文
学
者
の
語
り
と
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
政
治
犯
の
親

族
を
探
す
あ
る
女
性
の
語
り
と
同
時
並
行
で
進
み
、
こ
の
女
性
と
天
文
学

者
の
出
会
い
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
。
女
性
は
、
天
文
学
者
に
導
か

れ
て
天
文
台
に
の
ぼ
り
、
宇
宙
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
部
か
ら
伝

わ
っ
て
く
る
の
は
、
独
裁
と
い
う
強
固
で
徹
底
的
に
リ
ア
ル
な
も
の
が
、

天
文
学
者
の
語
る
幻
想
性
豊
か
な
宇
宙
と
い
う
広
が
り
の
な
か
で
と
ら

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
、
あ
る
種
の
救
済
で
あ
る
。

　
タ
ブ
ッ
キ
の
本
で
は
、
語
り
手
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
あ
る
と
き
、
導
か

れ
て
宇
宙
物
理
学
者
リ
ー
ゼ
と
出
会
う
。
リ
ー
ゼ
は
息
子
を
失
っ
た
あ

と
、
チ
リ
の
そ
の
ア
タ
カ
マ
砂
漠
の
天
文
台
に
職
を
求
め
、
一
時
期
い
た

の
だ
っ
た
。

　
み
つ
け
だ
し
た
の
、
チ
リ
の
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
に
、
世
界
最
高
峰
の
天

文
台
が
あ
る
の
を
。
装
備
も
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
、
お
ま
け
に
何
よ
り
標

高
世
界
一
。（
中
略
）
す
べ
て
を
捨
て
て
、
ち
い
さ
な
リ
ュ
ッ
ク
ひ
と
つ

に
本
を
い
っ
ぱ
い
詰
め
、
裏
地
が
毛
皮
の
コ
ー
ト
を
持
っ
た
だ
け
で
、
標

高
世
界
最
高
地
の
天
文
台
に
や
っ
て
き
た
の
。（
中
略
）
銀
河
系
外
星
雲

の
観
察
が
し
た
か
っ
た
か
ら
。（
中
略
）あ
の
観
測
所
の
メ
ン
バ
ー
は
三
人
、

（
中
略
）。
わ
た
く
し
と
、
日
本
か
ら
来
た
天
文
学
者
、
そ
れ
に
チ
リ
の
物
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理
学
者
。（
百
五
十
一
頁
―
百
五
十
三
頁
）

　
彼
女
は
天
文
台
で
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
星
雲
と
の
交
信
を
行
な
っ
て
息
子

と
の
あ
る
種
の
再
会
を
果
た
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
ま
た
リ
ー
ゼ
の
話
を

き
い
た
あ
と
、
ナ
ポ
リ
に
向
か
い
、
イ
ザ
ベ
ル
と
夢
幻
的
な
再
会
を
す
る

こ
と
に
な
る
。

　『
イ
ザ
ベ
ル
に
』
で
の
リ
ー
ゼ
（
す
な
わ
ち
宇
宙
探
求
者
）
の
役
割
を
、『
光

の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
』
を
経
由
し
た
う
え
で
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
タ

ブ
ッ
キ
作
品
に
見
ら
れ
る
卓
抜
な
現
実
か
ら
想
像
へ
の
飛
翔
と
深
く
か

か
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
小
説
で
は
ま
ず
リ
ス
ボ
ン
や
セ
ボ
レ

イ
ラ
と
い
っ
た
特
定
の
地
域
の
歴
史
性
を
読
者
に
じ
っ
く
り
と
味
わ
わ

せ
、
し
か
る
の
ち
に
、
マ
カ
オ
と
い
う
異
界
を
通
り
抜
け
、
最
後
は
幽
玄

な
宇
宙
に
ま
つ
わ
る
語
り
が
展
開
さ
れ
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と

き
語
り
手
が
い
る
の
は
ス
イ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
歴
史
的

な
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
よ
り
は
、
超
越
し
た
「
ど
こ
か
」
と
言
っ
て

い
い
。

　
こ
う
し
て
物
語
は
歴
史
か
ら
非
歴
史
へ
と
旅
立
っ
て
い
る
。
気
づ
い
た

と
き
に
は
、
あ
る
種
の
歴
史
性
（
六
〇
年
代
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
サ
ラ
ザ
ー
ル

独
裁
体
制
な
ど
）
は
す
っ
か
り
は
ぎ
取
ら
れ
て
い
て
、
無
時
間
的
な
空
間

に
漂
っ
て
い
る
人
間
存
在
の
不
確
か
さ
と
で
も
い
う
よ
う
な
領
域
に
達

し
て
い
る
の
だ
。
リ
ス
ボ
ン
発
、
幽
玄
な
世
界
行
き
。
タ
ブ
ッ
キ
な
ら
で

は
の
ロ
ー
ド
・
ノ
ベ
ル
で
あ
る
。
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こ
こ
に
在
る
も
の    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
著
／
沼
野
恭
子
訳

　

 
　
　
　
　
　
　
　      

　
　
　
　
　
　
　
　
　『
子
供
時
代
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
新
潮
社

　
二
〇
一
五
年
六
月

　　
幼
年
時
代
と
い
う
主
題
の
文
学
的
な
変
奏
の
事
例
は
さ
ま
ざ
ま
な
場

所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、 

こ
の
幼
年
時
代
の
発
見
こ
そ
が
近
代
文

学
の
実
践
を
可
能
に
し
た
主
題
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
二
十
世
紀
の
文
学
は
こ
の
事
例
を
数

多
く
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
精
神
分

析
も
ま
た
幼
年
時
代
の
発
見
の
ひ
と
つ
の
徴
候
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
幼
年
時
代
の
た
だ
な
か
に
に
あ
る
者
が
幼
年
時
代
を
対
象
化
し
た
思

考
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

幼
年
時
代
と
は
、
こ
の
幸
福
で
あ
れ
不
幸
で
あ
れ
、
そ
れ
を
決
定
的
に
喪

失
し
た
者
が
事
後
的
に
発
見
す
る
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
発
明

す
る
対
象
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
老
衰
の
さ
な
か
に

お
い
て
こ
そ
幼
年
時
代
は
発
見
さ
れ
る
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
な
主

題
も
こ
の
事
実
の
率
直
な
記
述
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ

の
事
実
が
、
幼
年
時
代
の
物
語
に
と
き
に
黄
金
時
代
へ
の
郷
愁
の
よ
う
な

含
意
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
、
幼
年
時
代
は
必
ず
し
も
主
題
論
的
な
次
元
に
留
ま
る
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
主
題
を
上
演
す
る
際
の
媒
体
そ
れ
自
体
の
次
元

に
も
関
与
す
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
的
な
媒
体
の
い
わ
ば

初
期
状
態
へ
の
回
帰
、
再
検
証
と
い
う
手
続
き
を
多
く
の
芸
術
家
た
ち
に

喚
起
し
た
こ
と
も
、 

た
や
す
く
想
起
し
え
る
だ
ろ
う
。
芸
術
形
式
の
た
え

ざ
る
進
歩
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
型
の
近
代
主
義
的
な
思
考
に
対
し
て
、
媒
体

の
原
初
的
な
様
態
に
来
る
べ
き
芸
術
の
条
件
を
見
出
そ
う
と
し
た
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
示
す
微
妙
な
違
和
も
こ
の
徴
候
の
ひ
と
つ
の
露
出
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
媒
体
の
初
期
状
態
の
一
例
と
し
て
、
書
く
、
描
く

と
い
う
作
業
を
再
考
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

声
と
い
う
媒
体
に
関
し
て
。

　
そ
こ
で
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
リ
ュ
バ
ロ
フ
の
絵
画
作
品
と
の
共
同
作
業

と
し
て
書
か
れ
た
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
の
『
子
供
時
代
』
と
題
さ

れ
た
六
つ
の
短
い
物
語
か
ら
な
る
作
品
集
を
手
に
と
っ
て
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
原
題
に
付
さ
れ
た
四
九
年
と
い
う
記
載
が
喚
起
す
る
よ
う
に
、

一
九
四
九
年
の
お
そ
ら
く
は
モ
ス
ク
ワ
の
と
あ
る
街
区
の
中
庭
の
あ
る

共
同
住
宅
を
舞
台
と
し
た
こ
の
一
群
の
物
語
は
、
こ
の
住
宅
に
住
む
子
供

た
ち
の
日
常
生
活
の
な
か
に
生
じ
た
小
さ
な
偶
発
事
の
奇
跡
的
な
相
貌

を
救
出
す
る
試
み
で
あ
る
と
要
約
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
絵
画
と
物
語
と
の
関
係
で
あ
る
。
ウ
リ
ツ
カ

ヤ
が
序
文
で
示
唆
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
既
存
の
画
像
か

ら
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
と
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
絵

画
作
品
も
ま
た
、
す
で
に
書
か
れ
た
物
語
の
挿
画
と
し
て
付
加
さ
れ
た
の

で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
と
絵
画
と
が
目
配
せ
を
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
奇
妙
な
一
致
を
示
す
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
端
的
に

同
じ
幼
年
時
代
の
共
有
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
同
じ
場
所
と
同
じ
時
と

を
過
ご
し
た
者
た
ち
の
共
通
の
記
憶
の
徴
の
不
意
の
露
呈
で
あ
る
こ
と

は
確
か
だ
。

　
そ
の
点
で
、
本
書
の
裏
表
紙
の
画
像
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
木
製
の
塀
に
書
き
込
ま 

れ
た
「
リ
ュ
ー
シ
ャ
・
U
と
ヴ
ォ
ー
ヴ
ァ
・
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L
が
こ
こ
に
い
た
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
。
壁
に
、
塀
に
、
あ
る
い
は
道

路
に
、
表
記
の
原
初
的
な
場
が
存
在
す
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ー
と
い

う
表
記
の
幼
年
時
代
が
、
こ
の
書
物
の
も
っ
と
も
明
晰
な
、
そ
し
て
お
そ

ら
く
は
詩
的
な
所
在
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
媒
体
と
し
て
の
初
期
状
態

を
喚
起
し
て
や
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
表
記
と
い
う
行
為
の
幼
年
時
代

と
同
時
に
、 
表
記
可
能
な
場
所
を
社
会
的
な
規
範
の
埒
外
に
発
見
す
る
能

力
に
際
立
つ
幼
年
時
代
と
い
う
生
の
一
時
期
と
を
こ
れ
ら
の
文
字
の
表

記
は
内
包
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
そ
れ
が
依
拠

す
る
時
制
に
お
い
て
奇
妙
な
記
述
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
場
合
、
表
記
の
現
在
時
を
強
調

す
る
か
ら
だ
。
ご
く
端
的
に
い
え
ば
、「
私
は
い
ま
、
こ
こ
に
い
る
」
と

い
う
モ
ー
ド
が
こ
れ
ら
の
表
記
を
支
え
る
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
か
ら

だ
。
こ
の
現
在
時
か
ら
の
疎
外
こ
そ
が
、
幼
年
時
代
か
ら
の
疎
外
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
本
源
的
に
こ
れ
ら
の
画
像
、
物
語
は
回
想
の
モ
ー
ド
に
置
か

れ
る
こ
と
を
自
ら
の
条
件
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
点
で
、
あ
る

種
の
痛
み
を
と
も
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
こ
で
こ
れ
ら
六
つ
の
物
語
の
要
約
を
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
こ
れ

ら
の
物
語
に
お
び
た
だ
し
い
ほ
ど
の
事
物
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
が
ら
く
た
を
物
々
交
換
的
に
回
収
す
る
老
人
の

ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
や
、
曽
祖
父
の
小
道
具
箱
、
祖
父
の
納
屋
、
祖
母
の
屋
根

裏
部
屋
ば
か
り
で
は
な
い
。
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
偶
然
転
が
っ
た
キ
ャ
ベ
ツ
で

も
ク
リ
ュ
ー
エ
ワ
お
ば
さ
ん
の
ド
ア
マ
ッ
ト
で
も
よ
い
。
い
ず
れ
も
、
生

産
と
消
費
と
い
う
回
路
か
ら
逸
脱
し
、
と
き
に
は
そ
の
生
産
の
起
源
や
生

産
時
に
設
定
さ
れ
た
機
能
す
ら
も
明
確
さ
を
欠
い
た
事
物
が
こ
こ
で
は

満
ち
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
起
源
と
機
能
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
純
粋

さ
を
体
現
し
た
事
物
の
集
合
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
事
、そ
の
事
物
と
い
う
定
位
。
い
わ
ば
「
何
で
も
な
い
物
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
定
義
と
あ
ら
ゆ
る
経
済
原
則
か
ら
逸
脱
す

る
と
い
う
点
で
、
交
換
不
可
能
な
事
物
。「
そ
れ
は
こ
こ
に
在
る
」 

と
い

う
命
題
で
し
か
語
り
え
な
い
事
物
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
。
そ
れ
が
、
こ
の
物
語

が
喚
起
す
る
い
く
つ
も
の
小
さ
な
奇
跡
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
と
は
い
え
、「
こ
こ
に
在
る
」
と
い
う
奇
跡
的
な
事
態
の
現
前
を
前
に

し
て
、
子
供
た
ち
は
独
創
的
な
奸
知
に
よ
っ
て
、
交
換
と
い
う
初
期
的
な

経
済
原
則
を
習
得
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
。
実
際
、こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
交
換
形
式
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
幼
年
時

代
か
ら
離
脱
し
、
成
熟
の
過
程
を
進
む
た
め
の
通
過
儀
礼
な
の
だ
ろ
う

か
。
事
物
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
か
ら
の
離
脱
が
社
会
化
の
過
程
で
、
幼
年
時
代

そ
れ
自
体
の
喪
失
を
余
儀
な
く
す
る
と
し
て
も
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
な

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
そ
の
原
型
に
お
い
て
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
折
り
紙
の
名
人
で
あ
る
ゲ
ー
ニ
ャ
が
、
生
産
と
消
費
の
回
路
を
一

巡
し
た
反
古
と
し
て
の
新
聞
紙
や
厚
紙
か
ら
、
た
と
え
ば
帆
船
を
作
り
出

す
時
、
こ
の
変
形
に
と
も
な
う
交
換
は
芸
術
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
に
対
し
て
決
し
て
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
同
世
代

の
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
ゲ
ー
ニ
ャ
が
無
償
で
自
ら
の
作
り
出
し
た
折
り

紙
の
事
物
を
ゲ
ー
ム
の
た
め
に
提
供
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
通
常
の
意

味
で
の
交
換
を
超
え
出
る
経
済
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
ゲ
ー
ム
が
自
ら
の
所
持
品
を
担
保
と
し
て

拠
出
す
る
と
い
う
、
優
れ
て
経
済
的
な
ゲ
ー
ム
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

（
松
浦
寿
夫
）
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言
葉
に
よ
る
映
像
世
界   

　
ア
ン
ド
レ
イ
・
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
著
、
前
田
和
泉
訳
、
山
下
陽
子
挿
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

　『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
リ

　
二
〇
一
五
年
十
月

　
映
像
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
に
よ
っ
て
定
着

さ
せ
る
た
め
に
描
か
れ
る
映
画
の
脚
本
は
、
そ
の
特
質
か
ら
い
っ
て
、
本

来
な
ら
ば
中
間
的
・
暫
定
的
な
産
物
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
の
よ
う
に
、
到
達
点
と
し

て
の
映
像
作
品
、
し
か
も
、
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
の
よ
う
に
、
そ
の
映
像
世

界
や
思
想
が
特
別
の
敬
意
と
愛
情
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
作
家
の
場
合
、
映

像
が
最
終
的
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
脚
本
は

映
像
を
理
解
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
で
は
な
く
、
一
つ
の
完
成
し
た
言

葉
に
よ
る
作
品
と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

　
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
脚
本
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
映
像
制
作
の
伝
統
、
映
像
作
家
、
あ

る
い
は
個
々
の
作
品
に
よ
っ
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
ボ
ー
ド
に
か
な
り
近
い
も

の
や
、
反
対
に
ほ
と
ん
ど
ア
イ
デ
ィ
や
メ
モ
に
近
い
よ
う
な
も
の
か
ら
、

言
葉
に
よ
る
完
成
し
た
テ
ク
ス
ト
に
い
た
る
ま
で
、
き
わ
め
て
多
様
な
か

た
ち
を
と
り
う
る
。『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
は
最
後
に
あ
げ
た
も
の
に
属

す
と
と
も
に
、映
画
の
脚
本
が
多
く
の
場
合
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
「
演
劇
」

の
系
列
に
連
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、「
小
説
」
に
近
い
語
り

を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
と
は
思
わ
れ
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
、
こ
の
『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
タ
ル
コ

フ
ス
キ
ー
を
愛
す
る
人
た
ち
に
特
別
な
魅
力
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
作
品
は
小
説
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
あ
ち
こ
ち
に

姿
を
現
す
映
像
化
の
た
め
の
指
示
や
説
明
と
し
て
感
じ
と
ら
れ
る
言
葉

が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
脚
本
」
で
あ
る
こ
と
を
つ
ね
に
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー

の
映
像
世
界

―
と
り
わ
け
こ
の
『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
の
執
筆
か
ら
完

成
に
到
る
一
九
七
四
―
七
五
年
の
時
期
と
か
か
わ
る
『
鏡
』（
一
九
七
五
年
）

や
『
ス
ト
ー
カ
ー
』（
一
九
七
九
年
）
な
ど
の
映
像
世
界

―
を
、
そ
れ
ぞ

れ
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
で
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
例
え
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
い
く

ど
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
鏡
へ
の
特
別
な
執
着
の
う
ち
に
も
浮
か
び
上

が
る
。「
窓
と
窓
の
間
の
壁
面
に
は
、
彫
刻
を
施
し
た
黒
枠
の
つ
い
た
大

き
く
て
く
す
ん
だ
鏡
が
か
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
映
っ
て
い
る
も
の
を
目

に
し
て
、
私
は
思
わ
ず
青
ざ
め
た
。
と
こ
ど
こ
ろ
す
り
減
っ
た
ア
マ
ル
ガ

ム
の
貼
ら
れ
た
鏡
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
は
、
火
の
つ
い
た
蝋
燭
を
手

に
持
ち
、
用
心
深
く
爪
先
立
ち
に
な
っ
て
城
の
廊
下
を
歩
く
私
自
身
だ
っ

た
の
で
あ
る
！

　
つ
ま
り
、
こ
の
鏡
に
は
数
分
前
の
私
の
姿
が
映
っ
て
い

た
の
だ
！

　
呼
吸
を
止
め
て
私
は
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
て
い
た
。

鏡
の
中
の
私
は
、
自
室
か
ら
、
今
私
が
座
っ
て
い
る
肘
掛
椅
子
と
テ
ー
ブ

ル
の
置
か
れ
た
小
さ
な
広
間
ま
で
の
道
を
、
さ
き
ほ
ど
の
私
と
同
じ
よ
う

に
辿
っ
て
や
っ
て
き
た
。
と
う
と
う
鏡
の
中
の
私
は
、
今
の
私
と
同
じ

く
肘
掛
椅
子
に
お
さ
ま
り
、
何
の
変
哲
も
無
い
ご
く
普
通
の
鏡
像
と
な
っ

た
。」
こ
の
鏡
像
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
場
面
に
続
く
箇
所
で
さ

ら
に
幻
想
性
を
帯
び
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
鏡
は
ま
た
、
自
分
自
身
と
重
な
り
合
う
あ
る
他
者
の
描
か
れ
る
世
界
を

映
し
出
す
も
の
で
も
あ
る
。「
突
然
、
鏡
の
中
で
何
か
影
が
、
よ
り
正
確



書評

254

に
言
う
と
、
影
の
鏡
像
が
ち
ら
り
と
見
え
た
気
が
し
た
。
私
は
注
意
深
く

鏡
を
覗
き
込
み
、
そ
こ
に
老
男
爵
の
姿
を
見
た
。
男
爵
は
燃
え
尽
き
た
塔

の
戸
口
に
立
ち
、
自
分
の
不
吉
な
実
験
室
の
天
井
が
崩
落
し
た
廊
下
を
、

陰
鬱
な
顔
で
眺
め
て
い
た
。
手
に
は
銀
の
燭
台
と
燃
え
る
蝋
燭
を
持
っ
て

い
る
。
／
私
は
は
っ
と
し
て
腰
を
浮
か
せ
た
。
鏡
の
中
で
は
秘
め
ら
れ
た

生
が
音
も
な
く
流
れ
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
私
以
外
の
誰
も
決
し
て
知

る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
物
事
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。」
鏡
の
な
か
に

映
る
、「
現
実
」
と
は
別
の
時
間
と
空
間
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
や
幻
想

性
の
な
か
で
、
線
状
的
な
論
理
性
や
時
系
列
的
な
流
れ
と
は
全
く
異
な
る

結
び
つ
き
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
。
ホ
フ
マ
ン
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン

的
な
小
説
『
黄
金
の
壺
』
の
主
人
公
ア
ン
ゼ
ル
ム
ス
が
関
わ
る
実
務
の
世

界
と
し
て
の
「
現
実
」
と
、彼
が
入
り
込
ん
で
行
く
「
幻
想
」
の
世
界
は
、

ホ
フ
マ
ン
の
実
生
活
の
二
つ
の
側
面
で
も
あ
る
。
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
が
ド

イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
作
家
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
に
強
く
惹
か
れ
、
自

身
の
映
像
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
出
し
た
理
由
の
一
端
は
、
間
違
い

な
く
、
現
実
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
幻
想
性
の
世
界
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、こ
の
『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
ホ
フ
マ
ン
の
世
界
は
、
幻
想
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
む
し

ろ
伝
記
的
な
記
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ホ
フ
マ
ン
の
「
現
実
」
の
側
面
が

よ
り
際
立
っ
て
い
る
印
象
す
ら
受
け
る
。
そ
れ
は
、
小
説
に
よ
っ
て
は
語

ら
れ
な
い
「
外
」
の
世
界
が
、
映
像
の
う
ち
に
新
た
に
入
り
込
ん
で
い
る

た
め
で
も
あ
る
。
か
な
り
年
下
の
音
楽
の
教
え
子
ユ
リ
ア
・
マ
ル
ク
へ
の

強
い
恋
心
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
妻
と
の
諍
い
、
ユ
リ
ア
の
婚
約
者
へ
の

無
礼
と
醜
態
と
い
っ
た
一
連
の
出
来
事
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
伝
記
的
な
こ
と

が
ら
全
体
を
見
渡
す
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
お
そ
ら
く
い
く

ぶ
ん
拡
大
視
し
た
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
う
い
っ
た
「
現
実
」
の
世
界
の
描
写
は
、
あ
く
ま
で
も
ホ
フ
マ

ン
に
と
っ
て
の
も
う
一
つ
の
世
界
と
の
重
層
的
な
関
係
の
な
か
で
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
幻
想
の
世
界
も
、
現
実
の
世
界
と
の
緊
張

関
係
の
う
ち
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
作
品
を
成
り
立
た
せ
る
力
を
得
る
こ
と

に
な
る
。『
ホ
フ
マ
ニ
ア
ー
ナ
』
の
終
盤
近
く
に
、
作
家
ホ
フ
マ
ン
が
自

分
自
身
の
分
身
で
あ
る
法
務
省
顧
問
の
燕
尾
服
を
着
た
男
と
対
話
を
交

わ
す
場
面
が
あ
る
。
こ
の
対
話
は
、
ま
さ
に
ホ
フ
マ
ン
に
お
け
る
二
つ
の

世
界
の
対
話
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
自
身
を
語
る
も

の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
対
話
は
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と

し
て
も
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
際
の
映
像
と

な
っ
た
時
の
、
お
そ
ら
く
は
同
一
人
物
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
の
二
つ
の
世
界
の
視
覚
化
は
、
戦
慄
が
走
る
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
夢
想
し
て
し
ま
う
。

　　
ホ
フ
マ
ン
の
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
場
面
が
映
像
の
う
ち
に

組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
ホ
フ
マ
ン
の
伝
記
的
な
描
写
が
夢
の
な
か

の
断
片
の
よ
う
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
翻
訳
は
こ
の
よ
う
な
タ
ル
コ

フ
ス
キ
ー
の
静
謐
で
透
明
で
あ
り
な
が
ら
、
め
ま
ぐ
る
し
く
流
動
す
る
テ

ク
ス
ト
を
て
い
ね
い
に
た
ど
っ
て
い
る
。
訳
者
が
タ
ル
コ
フ
ス
キ
ー
だ
け

で
な
く
、
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
に
対
し
て
も
ど
れ
ほ
ど
の
深
い
理
解

と
知
識
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
か
は
、
周
到
で
あ
り
な
が
ら
必
要
最
小
限

度
に
抑
え
た
訳
注
や
「
解
題
」
か
ら
も
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

れ
を
な
に
よ
り
も
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
翻
訳
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    （

山
口
裕
之
） 
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偉
大
な
る
「
す
き
間
」
産
業    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
リ
ス
・
ア
ク
ー
ニ
ン
著
、
沼
野
恭
子
訳

　

  『
堕ア

ザ

ゼ

ル

天
使
殺
人
事
件
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
岩
波
書
店

　
二
〇
一
五
年
六
月

　
ロ
シ
ア
随
一
の
人
気
推
理
小
説
作
家
ボ
リ
ス
・
ア
ク
ー
ニ
ン
の
デ

ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
ア
ザ
ゼ
ル
』（
一
九
九
八
）
は
、
日
本
で
は
ま
ず

二
〇
〇
一
年
に
『
堕
ち
た
天
使

―
ア
ザ
ゼ
ル
』
の
名
前
で
作
品
社
か
ら

出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
年
二
〇
一
五
年
、
刑
事
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
を
主

人
公
と
す
る
「
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
」
の
、『
ア
ザ
ゼ
ル
』
に

続
く
第
二
作
目
に
あ
た
る
『
ト
ル
コ
捨
駒
ス
パ
イ
事
件
』
の
翻
訳
出
版
に

合
わ
せ
、
従
来
の
訳
文
に
全
面
的
に
手
が
加
え
ら
れ
、
題
名
も
『
フ
ァ
ン

ド
ー
リ
ン
の
捜
査
フ
ァ
イ
ル 

堕ア

ザ

ゼ

ル

天
使
殺
人
事
件
』
と
改
め
ら
れ
て
岩
波

書
店
よ
り
再
登
場
し
た
。

　
こ
の
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
と
『
ト
ル
コ
捨
駒
ス
パ
イ
事
件
』
の
翻
訳

出
版
に
よ
っ
て
、
す
で
に
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
た
シ
リ
ー
ズ
第

三
、
第
四
作
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
号
殺
人
事
件
』『
ア
キ
レ
ス
将
軍
暗

殺
事
件
』
を
含
め
た
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
最
初
期
の
四
作
品

が
よ
う
や
く
時
系
列
を
追
え
る
形
で
そ
ろ
い
踏
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。
本
国
ロ
シ
ア
で
は
す
べ
て
同
じ
一
九
九
八
年
に
発
表
さ
れ
、
ア
ク
ー

ニ
ン
を
現
代
ロ
シ
ア
文
学
界
の
ス
タ
ー
ダ
ム
へ
と
一
気
に
押
し
上
げ
た

こ
れ
ら
四
作
品
は
、
一
口
に
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
言
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
舞
台

も
違
え
ば
語
り
口
も
違
う
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
特
徴
を
個
々
に
そ
な
え

た
作
品
で
あ
り
、
ど
れ
か
ら
読
ん
で
も
問
題
な
く
楽
し
め
る
つ
く
り
に
は

な
っ
て
い
る
。
と
は
言
え
や
は
り
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
に
は
そ
の
後
の

作
品
で
重
要
な
役
回
り
を
演
じ
る
人
物
た
ち
が
数
多
く
登
場
す
る
し
、
ま

た
な
に
よ
り
、
少
々
頼
り
な
い
「
青
年
」
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
か
ら
一
風
変

わ
っ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
切
れ
者
の
「
探
偵
」
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
が

ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
描
い
た
作
品
で
も
あ
る

の
で
、
こ
れ
か
ら
ア
ク
ー
ニ
ン
を
楽
し
も
う
と
お
考
え
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ

一
作
目
か
ら
順
に
ひ
も
解
か
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。
二
作
目
の

『
ト
ル
コ
捨
駒
ス
パ
イ
事
件
』
で
、
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
が
露
土
戦
争
の
白

煙
立
ち
込
め
る
ト
ル
コ
や
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
一
大
推
理
活
劇
を
く
り
広
げ

る
の
も
、『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
あ
る
事
実
が
直
接

の
発
端
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
八
七
六
年
の
ロ
シ
ア
を
舞
台
と
す
る
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』、
そ
の

物
語
は
あ
る
日
の
モ
ス
ク
ワ
の
公
園
、
貴
族
の
少
女
と
そ
の
家
庭
教
師
の

目
の
前
で
白
昼
堂
々
決
行
さ
れ
る
ひ
と
り
の
青
年
の
拳
銃
自
殺
に
よ
っ

て
幕
を
開
け
る
。
主
人
公
エ
ラ
ス
ト
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
・
フ
ァ
ン
ド
ー

リ
ン
は
、
も
と
は
裕
福
な
生
ま
れ
な
が
ら
父
親
が
事
業
に
失
敗
し
て
零

落
、
さ
ら
に
は
十
九
歳
に
な
る
年
に
両
親
と
死
別
し
て
孤
児
と
な
り
、

二
十
歳
と
な
っ
た
い
ま
は
十
四
等
官
の
文
書
係
と
し
て
モ
ス
ク
ワ
の
警

察
署
特
捜
部
に
勤
務
す
る
、
ま
だ
あ
ど
け
な
さ
の
残
る
青
年
だ
が
、
よ
う

や
く
め
ぐ
っ
て
き
た
活
躍
の
場
と
ば
か
り
に
こ
の
奇
妙
な
事
件
を
追
い

始
め
る
。
捜
査
の
途
上
で
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
は
、
素
性
不
明
の
絶
世
の
美

女
ア
マ
リ
ヤ
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
篤
志
家
レ
デ
ィ
・
エ
ス
タ
ー
が
設
立
し
た

養
護
施
設
「
エ
ス
タ
ー
館
」
の
関
係
者
た
ち
に
出
会
い
、
彼
ら
を
中
心
に

渦
巻
く
壮
大
な
陰
謀
事
件
の
た
だ
な
か
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
テ
ン
ポ
の
よ
く
進
む
ミ
ス
テ
リ
ー
の
プ
ロ
ッ
ト
の
合
間
に

は
、
ロ
シ
ア
文
学
を
か
じ
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
な
ら
思
わ
ず
に
や
り
と

し
て
し
ま
う
よ
う
な
文
学
的
遊
戯
の
タ
ネ
が
仕
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
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本
作
の
魅
力
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
仕
掛
け
に
つ
い

て
は
訳
者
あ
と
が
き
で
い
く
つ
か
種
明
か
し
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
解

説
を
く
り
か
え
す
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
と
は
別
に
、
あ
と
が

き
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
作
品
の
背
景
に
つ
い
て
補
足
的
に
説
明
し

て
お
こ
う
。

　
本
作
に
は
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
に
彼
の
上
司
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

『
悪
霊
』
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
た
ず
ね
る
シ
ー
ン
が
出
て
く
る
。
カ
リ
ス

マ
的
な
青
年
に
感
化
さ
れ
た
若
者
た
ち
が
秘
密
結
社
を
組
織
し
て
革
命

思
想
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
宗
教
論
に
熱
狂
し
、
つ
い
に
は
内
部
分
裂
を
起
こ

し
転
落
し
て
い
く
さ
ま
を
描
い
た
『
悪
霊
』
が
雑
誌
「
ロ
シ
ア
報
知
」
に

発
表
さ
れ
た
の
が
一
八
七
一
〜
二
年
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
た
ち
に

と
っ
て
は
ま
さ
に
同
時
代
の
人
気
作
家
の
新
作
だ
。
十
九
世
紀
後
期
の
ロ

シ
ア
で
は
、
一
九
六
一
年
の
農
奴
解
放
を
ひ
と
つ
の
象
徴
と
し
て
、
リ
ベ

ラ
ル
な
思
想
の
伸
長
が
い
ち
じ
る
し
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
今
度

は
逆
に
そ
れ
に
抗
す
る
反
動
勢
力
も
力
を
強
め
る
結
果
と
な
り
、
一
言
で

言
っ
て
非
常
に
不
安
定
な
世
情
を
呈
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
皇
帝
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
二
世
が
専
制
政
治
を
打
倒
し
よ
う
と
す
る
急
進
派
に
暗
殺
さ
れ

た
の
が
一
八
八
一
年
、『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
の
作
品
世
界
の
五
年
後
で

あ
る
。

　
ア
ク
ー
ニ
ン
は
こ
う
し
た
時
代
状
況
を
巧
み
に
作
品
に
反
映
さ
せ
、
た

ん
な
る
推
理
小
説
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
歴
史
小
説
と
し
て
の
厚
み
も

持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
た
い
て
い
の
推
理
小
説
に
は
、
犯
人

が
自
身
の
犯
行
を
あ
ば
か
れ
た
あ
と
、
犯
行
の
動
機
を
滔
々
と
開
陳
す
る

お
約
束
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
て
、『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
も
そ

の
例
に
漏
れ
て
い
な
い
が
、
お
も
し
ろ
い
の
は
本
作
で
明
か
さ
れ
る
動
機

が
一
個
人
の
私
怨
や
利
害
に
ま
つ
わ
る
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、
も
っ
と
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
、
ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
政
体
を
揺
る
が
し

か
ね
な
い
陰
謀
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
は
「
探

偵
vs
犯
人
」
の
ミ
ク
ロ
な
頭
脳
戦
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、警
察
と
い
う
「
体

制
」
側
の
人
間
で
あ
る
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
と
、
そ
れ
を
否
定
し
撹
乱
し
蝕

も
う
と
す
る
勢
力
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
」
た
ち
と
の
政
治
的
な
戦
い
と
い
う

別
の
層
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
脱
線
す
る
が
、
シ
リ
ー
ズ
二

作
目
の
『
ト
ル
コ
捨
駒
ス
パ
イ
事
件
』
で
、
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
と
並
ぶ
も

う
ひ
と
り
の
主
人
公
で
あ
る
「
進
歩
的
」
少
女
ワ
ー
リ
ャ
は
、フ
ァ
ン
ド
ー

リ
ン
が
警
察
組
織
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
不
信
感
を
隠
さ
な
い
。

そ
の
後
半
世
紀
と
生
き
延
び
ら
れ
な
い
運
命
に
あ
る
ロ
シ
ア
帝
国
の
揺

ら
ぐ
屋
台
骨
を
支
え
る
側
に
属
す
る
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
は
、
ワ
ー
リ
ャ
に

と
っ
て
単
純
明
快
な
善
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
背
景
知
識
を
も
と
に
読
ん
で
み
る
と
、
ア
ク
ー
ニ
ン
の
推
理

小
説
が
一
読
し
て
す
っ
き
り
と
か
た
の
つ
く
勧
善
懲
悪
の
物
語
に
は
見

え
な
く
な
っ
て
く
る
。『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
で
（
あ
る
い
は
『
ト
ル
コ
捨

駒
ス
パ
イ
事
件
』
で
も
）
フ
ァ
ン
ド
ー
リ
ン
が
最
後
に
直
面
す
る
、
国
家

と
い
う
権
力
に
相
応
の
力
で
も
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
す
る
悪
人
た
ち
の

言
い
分
に
ど
こ
か
共
感
を
覚
え
そ
う
に
な
る
の
は
、
上
に
説
明
し
た
十
九

世
紀
ロ
シ
ア
の
複
雑
な
社
会
事
情
を
、
ま
た
強
靭
な
批
判
精
神
を
持
つ
ひ

と
り
の
「
悪
人
」
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
現
政
権
に
対
す
る
批
判
的
な
発
言

を
敢
然
と
続
け
る
作
者
の
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
と
し
て
の
一
面
を
、
知
っ

て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

   
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
の
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
付
言
し

て
お
こ
う
。
ロ
シ
ア
の
著
名
な
批
評
家
ク
ー
リ
ツ
ィ
ン
は
、
現
在
ま
で

十
五
作
に
わ
た
っ
て
続
く
人
気
シ
リ
ー
ズ
の
記
念
す
べ
き
第
一
作
目
で

あ
る
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
を
、
一
九
九
〇
年
代
ロ
シ
ア
文
芸
の
必
読
書
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十
作
の
う
ち
に
数
え
い
れ
て
い
る
。
ク
ー
リ
ツ
ィ
ン
が
ほ
か
に
挙
げ
る
顔

ぶ
れ
を
見
て
み
る
と
、
日
本
で
も
近
年
と
み
に
知
名
度
の
挙
が
っ
て
き
た

感
が
あ
る
ソ
ロ
ー
キ
ン
、
ペ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
、
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
、
ト
ル
ス
タ
ヤ

な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
ハ
イ
ブ
ロ
ウ
」
な
作
家
た
ち
が
並
ぶ
。
こ

の
列
に
混
じ
る
と
、
み
ず
か
ら
を
あ
え
て
「
大
衆
作
家
」
と
位
置
づ
け
る

ア
ク
ー
ニ
ン
の
、
純
粋
に
娯
楽
性
を
追
求
し
た
本
作
は
や
や
異
色
に
見
え

な
く
も
な
い
。
だ
が
や
は
り
ア
ク
ー
ニ
ン
は
ソ
連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
を
代

表
す
る
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、
日
本
文
学
者
や
ロ
シ
ア
史
家
な
ど
ア

カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
と
し
て
の
顔
も
持
つ
彼
の
作
家
と
し
て
の
活
動
に
は
、
現

代
ロ
シ
ア
文
学
の
流
れ
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
る
非
常
に
し
た
た
か
な

戦
略
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
の
あ
と
が
き
で
訳
者
は
ア
ク
ー
ニ
ン
を
、
そ
れ

ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
純
文
学
」
と
「
大
衆
小
説
」
の

あ
い
だ
に
あ
る
垣
根
を
壊
し
、
中
間
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
打
ち
立
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
代
ロ
シ
ア
文
学
に
新
た
な
風
を
吹
き
込
ん
だ
作
家
と
し
て

紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
関
連
し
て
、
本
作
の
帯
に
も
文
章
を

寄
せ
て
い
る
沼
野
充
義
は
か
つ
て
あ
る
論
考
で
、
ソ
連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア

文
学
界
で
「
高
い
」
文
学
と
「
低
い
」
文
学
の
あ
い
だ
に
ぽ
っ
か
り
と
空

い
て
い
た
「
す
き
間
（лакуна

）」
を
埋
め
た
作
家
と
し
て
ア
ク
ー
ニ
ン

と
ペ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
を
例
示
し
、
日
本
に
お
け
る
村
上
春
樹
や
吉
本
ば
な
な

の
役
割
と
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
、
村
上
春
樹
の
『
羊
を

め
ぐ
る
冒
険
』
が
ロ
シ
ア
で
は
じ
め
て
出
版
さ
れ
一
躍
人
気
を
博
し
た
の

が
、
ア
ク
ー
ニ
ン
の
作
家
デ
ビ
ュ
ー
と
同
じ
一
九
九
八
年
で
あ
っ
た
。
偶

然
と
言
え
ば
偶
然
に
過
ぎ
な
い
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
ロ
シ
ア
の
文
学
界

に
新
鮮
な
空
気
が
入
り
始
め
て
い
た
事
実
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
見
な
せ
な
く
も
な
い
。
ク
ー
リ
ツ
ィ
ン
も
ま
た
、
ア
ク
ー
ニ
ン
が
自
身

を
「
す
き
間
」
作
家
と
呼
び
、
あ
え
て
「
偉
大
で
な
い
」
作
品
を
書
く
こ

と
で
ほ
か
に
な
い
独
自
の
手
法
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て

い
る
。

　
そ
れ
ま
で
の
ロ
シ
ア
で
は
作
家
は
「
魂
の
技
師
」
と
ま
で
呼
ば
れ
、

た
だ
の
物
書
き
と
し
て
で
は
な
く
社
会
全
体
を
先
導
す
る
オ
ピ
ニ
オ

ン
・ 

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
Ｓ

Ｆ
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
、
推
理
小
説
、
恋
愛
小
説
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
小
説
は

一
段
低
く
見
ら
れ
て
お
り
、
大
衆
に
広
く
作
品
が
売
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
あ
る
種
の
作
家
に
と
っ
て
侮
辱
的
な
こ
と
と
す
ら
と
ら
え
ら
れ
が
ち

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
ア
ク
ー
ニ
ン
は
、
ロ
シ
ア
の
文
学

的
伝
統
を
踏
ま
え
つ
つ
も
娯
楽
小
説
の
手
法
を
自
作
に
ぞ
ん
ぶ
ん
に
取

り
入
れ
、
ロ
シ
ア
文
学
の
硬
直
し
た
状
況
を
活
性
化
す
る
。
現
代
ロ
シ
ア

で
、
た
と
え
ば
ソ
ロ
ー
キ
ン
が
『
ロ
マ
ン
』
や
『
青
い
脂
』
に
お
け
る
古

典
作
品
の
文
体
模
写
に
よ
っ
て
唯
一
あ
り
う
べ
き
公
式
の
文
体
を
破
壊

し
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
ペ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
『
チ
ャ
パ
ー
エ
フ
と
空
虚
』

で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
な
手
法
に
よ
っ
て
ソ
連
共
産
主
義
の
呪
縛
を
か
な

ぐ
り
捨
て
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
こ
と
を
、
ア
ク
ー
ニ
ン
は
推
理
小
説
と

古
典
文
学
の
融
合
と
い
う
形
で
お
こ
な
っ
た
。
彼
ら
の
作
品
が
互
い
に
似

通
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
言
い
が
た
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
の
文
学
的
営

為
に
は
、
自
国
の
文
学
に
ま
と
わ
り
つ
く
旧
弊
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
骨
抜

き
に
し
、
新
し
い
時
代
の
流
れ
へ
沿
う
よ
う
に
作
り
変
え
て
し
ま
お
う
と

い
う
強
い
意
志
が
共
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
。

　

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
て
堅
苦
し
く
作
家
の
知
的
な
戦
略
に
つ
い
て

の
解
説
を
書
け
ば
書
く
ほ
ど
、
こ
れ
は
ど
う
に
も
小
説
そ
の
も
の
を
楽
し

む
の
に
適
し
た
態
度
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
に
駆

ら
れ
る
。
い
く
ど
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
は
一
義
的
に
は
あ
く
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ま
で
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品
な
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
な
に
も

考
え
ず
に
物
語
の
世
界
に
身
を
ひ
た
せ
ば
い
い
。
歴
史
・
文
化
に
関
す
る

該
博
な
知
識
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
を
う
ま
く
融
合
さ
せ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
ア
ク
ー
ニ
ン
を
イ
タ
リ
ア
の
高
名
な
記
号
学
者
に
し

て
大
人
気
作
家
の
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
に
比
す
る
声
も
あ
る
よ
う
だ
。

も
っ
と
も
評
者
の
ご
く
個
人
的
な
印
象
と
し
て
は
、
十
九
世
紀
と
い
う
時

代
設
定
、
警
察
組
織
を
軸
に
展
開
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
、
歴
史
上
の
実
在
の

人
物
を
う
ま
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
織
り
込
む
手
法
と
い
っ
た
符
号
か
ら
、

遠
い
昔
に
読
ん
だ
山
田
風
太
郎
『
警
視
庁
草
紙
』
な
ど
が
な
つ
か
し
く
思

い
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
。

　
ち
な
み
に
こ
の
『
堕
天
使
殺
人
事
件
』、
本
国
で
は
そ
の
大
変
な
人
気

ぶ
り
に
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
ア
ク
シ
ョ
ン
映

画
さ
な
が
ら
の
は
げ
し
い
映
像
が
脳
内
に
再
生
さ
れ
ん
ば
か
り
の
格
闘

シ
ー
ン
も
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
た
本
作
（
ク
ー
リ
ツ
ィ
ン
は
そ
の
も
の

ズ
バ
リ
「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
的
」
と
評
し
て
い
る
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ド
ラ
マ

化
さ
れ
た
も
の
も
ぜ
ひ
見
て
み
た
い
と
い
う
気
が
す
る
。
だ
が
ま
ず
は
、

『
堕
天
使
殺
人
事
件
』
の
本
文
に
織
り
込
ま
れ
た
十
九
世
紀
文
学
の
香
り

と
、
現
代
ロ
シ
ア
文
学
的
な
卓
抜
な
技
巧
を
、
こ
な
れ
た
翻
訳
に
よ
っ
て

楽
し
も
う
で
は
な
い
か
。「
重
い
・
暗
い
・
長
い
」
と
避
け
ら
れ
が
ち
な

ロ
シ
ア
文
学
へ
の
入
り
口
と
し
て
も
う
っ
て
つ
け
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   （

笹
山
啓
）
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古
く
て
新
し
い
イ
タ
リ
ア    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

和
田
忠
彦
編

　

 
　
　
　
　
　
　
　     『
イ
タ
リ
ア
文
化 

55
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

　
二
〇
一
五
年
四
月

　
本
書
は
「
世
界
文
化
シ
リ
ー
ズ
」
の
一
冊
で
、
55
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ

る
構
成
は
シ
リ
ー
ズ
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
立
て
方

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
ら
の
整
理
の
仕
方
も
各
巻
に
自
由
が

与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
55
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
七
つ
の
主
題
の
も
と
に

配
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
主
題
が
じ
つ
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
種

の
書
物
に
お
い
て
は
、
美
術
、
音
楽
、
文
学
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け

る
構
成
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
し
、
イ
タ
リ
ア
に
関
し
て
な
ら
ば
、
さ
ら
に

建
築
、
デ
ザ
イ
ン
、
映
画
、
宗
教
、
食
文
化
と
い
っ
た
具
合
に
魅
力
的
な

項
目
に
事
欠
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
は
そ
う
し
た
や
り
方
を

採
っ
て
い
な
い
。

　
第
一
章
は「「
複
数
」の
イ
タ
リ
ア

―
都
市
国
家
の
い
ま
」と
題
さ
れ
、

第
二
章
「「
単
数
」
の
イ
タ
リ
ア

―
統
一
国
家
の
ゆ
く
え
」
と
絶
妙
な

対
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
訳
は
、
本
書
で
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
一
つ

の
歴
史
事
実
、
す
な
わ
ち
国
家
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
は
わ
ず
か
百
五
十
年

前
に
成
立
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
方
、
イ

タ
リ
ア
文
化
を
語
る
さ
い
に
ま
さ
に
キ
ー
ワ
ー
ド
の
筆
頭
に
必
ず
挙
げ

ら
れ
る
多
様
性
は
、
中
世
後
期
に
イ
タ
リ
ア
半
島
各
地
に
誕
生
し
た
コ

ム
ー
ネ
（
中
世
自
治
都
市
国
家
）
に
源
が
あ
る
。
中
小
国
家
の
分
立
状
態

は
十
六
世
紀
半
ば
以
降
、
周
辺
の
大
国
（
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
）
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
に
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
（
民
族
解
放
国
家
統
一
運
動
）
が
実
り
、
一
八
六
一
年
に
イ
タ
リ
ア
王
国

が
成
立
す
る
。
第
一
章
と
第
二
章
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
生
ま

れ
る
多
様
性
と
統
一
性
の
具
体
的
な
諸
相
を
そ
れ
ぞ
れ
問
題
に
し
て
い

る
。
こ
の
二
つ
の
章
に
刺
激
さ
れ
て
、
時
代
は
古
く
な
る
け
れ
ど
も
、
評

者
か
ら
も
さ
さ
や
か
な
例
を
一
つ
加
え
た
い
。
十
四
世
紀
の
詩
人
ペ
ト
ラ

ル
カ
は
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
る
イ
タ
リ
ア
半
島
の
君
主
た
ち
を
激
し
く
非

難
す
る
「
わ
が
イ
タ
リ
ア
よ
」
で
始
ま
る
カ
ン
ツ
ォ
ー
ネ
を
書
い
た
。
し

か
し
他
方
、
代
表
詩
集
『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』
の
表
題
に
は
「
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
人
ペ
ト
ラ
ル
カ
」
と
記
し
た
。

　
第
三
章
「
日
常
を
彩
る
文
化
」
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
イ
タ
リ
ア
人

の
生
活
風
景
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、母
親
崇
拝
、パ
ス
タ
、エ
ス
プ
レ
ッ

ソ
、マ
フ
ィ
ア
な
ど
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

つ
づ
く
第
四
章
は
「
美
か
ら
醜
、
醜
か
ら
美
へ
」
と
題
し
て
、
ひ
ろ
く
芸

術
と
技
芸
を
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
現
代
ま
で
、
類
書
に
較
べ
て
か
な
り
コ
ン

パ
ク
ト
に
扱
っ
て
い
る
。

　「
内
な
る
「
他
者
」
と
外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
」
と
題
さ
れ
る
第
五
章
は
、

歴
史
的
要
因
に
根
ざ
す
イ
タ
リ
ア
の
多
様
性
と
統
一
性
の
あ
い
だ
の
矛

盾
と
両
立
を
問
題
に
し
た
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
と
は
異
な
る
角
度
か

ら
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
て
い

る
。
内
な
る
「
他
者
」
と
し
て
、ヴ
ァ
チ
カ
ン
、ユ
ダ
ヤ
人
、特
別
自
治
州
、

外
か
ら
の
ま
な
ざ
し
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
見
た
イ
タ
リ
ア
、
外
国
人
が
思

う
イ
タ
リ
ア
ら
し
さ
、
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
並
ぶ
ほ
か
に
、
南
イ
タ
リ

ア
に
点
在
す
る
ア
ル
バ
ニ
ア
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
ア
ル
バ
レ
シ
ュ
」
を
紹

介
す
る
コ
ラ
ム
も
興
味
深
い
。

　
第
六
章
「
異
端
と
い
う
天
才
」
は
、前
章
の
「
イ
タ
リ
ア
人
と
は
何
か
」
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と
い
う
問
い
か
け
に
な
ど
左
右
さ
れ
な
い
芸
術
や
学
問
の
天
才
た
ち
、
言

う
な
れ
ば
イ
タ
リ
ア
文
化
の
掛
け
替
え
の
な
い
担
い
手
で
あ
り
な
が
ら

イ
タ
リ
ア
人
の
枠
を
は
み
出
し
た
個
が
、
詩
人
ダ
ン
テ
か
ら
映
画
監
督
ア

ン
ト
ニ
オ
ー
ニ
ま
で
八
人
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
最
終
第
七
章
は
、
国
家
統
一
の
頃
の
有
名
な
モ
ッ
ト
ー
「
か
く
し
て
イ

タ
リ
ア
は
つ
く
ら
れ
た
。
次
は
イ
タ
リ
ア
人
を
つ
く
る
番
だ
」
を
踏
ま
え

て
「〈
イ
タ
リ
ア
人
〉
を
つ
く
る
」
と
題
し
、
統
一
後
か
ら
現
代
ま
で
の

政
治
風
土
や
社
会
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
多
数
派
工
作
を
意
味
す
る

ト
ラ
ス
フ
ォ
ル
ミ
ズ
モ
、
テ
ロ
が
吹
き
荒
れ
た
一
九
七
〇
年
代
を
指
す

「
鉛
の
時
代
」、
汚
職
、
入
っ
て
く
る
移
民
と
出
て
い
く
移
民
な
ど
な
ど
深

刻
な
項
目
が
目
立
つ
。

　
以
上
の
概
観
か
ら
も
お
お
よ
そ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
多
様
性
を
失
う

こ
と
な
く
全
体
像
を
素
描
す
る
こ
と
」（
編
者
ま
え
が
き
）
が
本
書
の
課
題

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
古
い
歴
史
を
も
つ
イ
タ
リ
ア
が
一
つ
の
国
と
し

て
成
立
し
た
の
は
わ
ず
か
百
五
十
年
前
で
あ
る
と
い
う
話
に
こ
こ
か
し

こ
で
出
会
う
。
一
八
六
一
年
に
絶
対
的
な
基
点
を
置
く
、
こ
れ
は
本
書
の

重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
本
書
の
目
的
に
と
っ
て
こ
れ
以
上
の
方
法
は
見
出

せ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
納
得
し
つ
つ
も
、
イ
タ
リ
ア
の
近
現
代
史
に

お
い
て
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
統
一
と
並
ん
で
重
要
な
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
に
よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
が
過
小
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
本
書
の
目
的
に
照
ら
し
て
そ
れ
は
致
し
方
な
い
と
し
て
も
、

一
九
四
五
年
の
解
放
直
後
に
、
苦
し
む
人
間
を
慰
め
る
文
化
で
は
な
く
苦

し
み
か
ら
守
る
新
し
い
文
化
の
必
要
を
唱
え
て
大
戦
後
の
文
化
運
動
を

牽
引
し
た
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ー
ニ
の
名
前
が
な
い
の
は
残
念
な
気
が
す
る
。
無

い
物
ね
だ
り
を
続
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
イ
タ
リ
ア
人
に
最
も

敬
愛
さ
れ
て
い
る
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の

は
残
念
に
思
う
。
都
市
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
守
護
聖
人
を
も
つ
こ
と
は
語

ら
れ
て
い
る
が
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
イ
タ
リ
ア
の
国
全
体
の
守
護
聖

人
で
あ
る
か
ら
、「
単
数
」
の
イ
タ
リ
ア
を
表
わ
す
好
例
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
っ
て
清
貧
に
徹
す
る
前
代
未
聞
の

托
鉢
修
道
会
を
起
こ
し
、
こ
の
「
小
さ
き
兄
弟
会
」
は
た
ち
ま
ち
成
長
し

て
十
三
世
紀
前
半
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
再
生
の
立
役
者
と
な
っ
た
が
、
か

ろ
う
じ
て
公
認
さ
れ
る
ま
で
は
む
し
ろ
異
端
視
さ
れ
て
い
た
点
を
考
え

れ
ば
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
は
文
字
通
り
「
異
端
」
と
い
う
天
才
の
一
人

に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
た
だ
し
こ
れ
は
本
書
の
目
的

か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
始
ま
り
に
立

ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
的
な
宗
教
活
動
に
至
っ
た
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
始
ま
り
、
源
へ
の
回
帰
が
同
時
に
革
新
的
、

前
衛
的
な
営
為
に
な
る
と
い
う
関
係
性
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
大
き
な

例
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
決
し
て
特
殊
な
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
始
ま
り
へ
の
回
帰
は
本
来
の
あ
り
方
を
守
ろ
う
と
す
る

保
守
性
、
伝
統
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
守
的
、
伝
統
的
で
あ

る
こ
と
が
同
時
に
革
新
的
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
関
係
性
を
拡
張
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
土
地
の
食
材
を
活
か
し
た
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
を
保

護
・
推
進
す
る
こ
と
を
目
指
す
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
じ
つ
に
革
新
的
な
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
の
運
動
は
、

そ
の
格
好
の
例
で
あ
り
、
当
然
の
選
択
と
は
い
え
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
中
に
見
つ
け
て
最
も
満
足
を
覚
え
た
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
は
、
本
書
を
通
読
し
た
評
者
の
頭
の
中
で
、
別
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
職
人
気
質
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
イ
タ
リ
ア
文
化
の
美
し
い
面
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
別
の

キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
汚
職
が
醜
い
面
を
代
表
す
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
、



Book Reviews

261

シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
人
間
同
士
の
直
接
的
な
繋
が
り
を
重
視
す
る
こ
と

に
お
い
て
共
通
す
る
。
と
い
う
具
合
に
、
本
書
の
各
キ
ー
ワ
ー
ド
は
自
由

に
読
者
の
思
考
を
刺
激
す
る
力
も
備
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   （

林
　

和
宏
）
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 「
食
」
か
ら
始
め
る
文
化
認
識   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                   

沼
野
恭
子
編

『
世
界
を
食
べ
よ
う
！ 

〜
東
京
外
国
語
大
学
の
世
界
料
理
』

                                                                  

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

　
二
〇
一
五
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

八
木
久
美
子
著

　   『
慈
悲
深
き
神
の
食
卓
〜
イ
ス
ラ
ム
を
「
食
」
か
ら
み
る
』

                                                                  

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

　
二
〇
一
五
年
六
月

　　
衣
食
住
と
い
う
生
活
文
化
の
中
で
も
、「
食
」
は
そ
の
ま
ま
そ
の
人
の

血
と
な
り
肉
と
な
る
、
い
わ
ば
人
間
の
根
幹
を
形
成
す
る
、
最
も
基
本
的

か
つ
重
要
な
文
化
で
あ
る
。
一
人
の
人
間
の
人
と
な
り
は
食
で
決
ま
る
と

い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
食

へ
の
興
味
関
心
は
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
開
催
が
決
ま
り
、「
お
も
て
な
し
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
中
、

今
年
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
そ
の
お
も
て
な
し
の
基
本
た
る
食
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
、
本
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
食
に
関
す
る
こ

の
二
冊
で
あ
る
。

　『
慈
悲
深
き
神
の
食
卓
』
は
、
昨
今
の
イ
ス
ラ
ム
国
（
Ｉ
Ｓ
）
の
影
響

も
あ
っ
て
か
、
日
本
で
は
残
念
な
が
ら
相
当
歪
ん
だ
形
で
伝
わ
り
つ
つ
あ

る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
そ
の
食
文
化
を
、
宗
教
学
者
八
木
久
美
子
氏
が
ご
く
冷

静
か
つ
客
観
的
に
解
説
し
た
書
で
あ
る
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
」
と
称
さ
れ
、

多
く
の
規
則
に
縛
ら
れ
た
不
自
由
な
信
仰
と
誤
解
し
て
い
る
日
本
人
が

少
な
く
な
い
中
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
「
食
」
を
は
じ
め
、
ム
ス
リ
ム
の
生

活
全
般
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
実
践
を
重
視
す
る
度
合
い
が
高
い
こ
と

を
説
き
、
異
な
る
宗
教
や
文
化
に
接
す
る
度
に
柔
軟
な
対
応
を
試
み
よ
う

と
す
る
肝
要
な
教
え
で
あ
る
こ
と
を
根
気
強
く
説
い
て
い
る
。

　
八
木
氏
は
、
ま
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
、
食
が
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
テ
ク
ス
ト
（
例
え
ば
コ
ー

ラ
ン
や
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
伝
承
）
の
な
か
で
、
食
が
ど
の
よ
う
な
形
で

登
場
す
る
か
を
丹
念
に
紹
介
し
、
ム
ス
リ
ム
が
何
を
ど
の
よ
う
に
食
べ
る

か
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
い
か
な
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

点
に
着
眼
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
の
意
味

を
語
る
。
例
え
ば
、
筆
者
の
大
好
物
で
あ
る
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
も
、
中
東
の
産

物
だ
か
ら
、
滋
養
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
預
言
者

ム
ハ
ン
マ
ド
の
好
物
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
圧
倒
的
な
意
味
を
も
つ
食
物
と
な
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。

　
次
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
何
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
を

み
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
が
現
実
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て

も
つ
意
味
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
豚
肉
を
食
す

こ
と
や
飲
酒
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
ム
ス
リ
ム
の
生
き
方
や
暮
ら
し
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
八
木
氏
の
主
た
る
研
究
対
象
地
域
で
あ
る
エ
ジ

プ
ト
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
読
み
進
め
る
う
ち
に
自
然
と
、
彼
ら

が
糧
を
授
け
て
く
れ
る
神
に
感
謝
し
、
ご
く
自
然
な
形
で
食
の
規
範
を
守

る
こ
と
に
よ
っ
て
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

を
確
立
さ
せ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
抗
う
こ
と
な
く
新
し
い
食
文
化
を

取
り
入
れ
自
在
に
変
容
さ
せ
る
姿
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く



Book Reviews

263

る
。

　
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
に

ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
月
は
「
断
食
月
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
「
斎
戒
」
の
月
で
あ
り
、
そ
れ

と
同
時
に
「
共
食
」
の
月
で
あ
る
と
八
木
氏
は
語
る
。
生
命
維
持
に
直
結

し
、
最
も
卑
し
い
欲
の
レ
ベ
ル
に
属
す
る
と
さ
れ
る
食
欲
を
制
御
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
掘
り
下
げ
る
こ

と
で
、
ム
ス
リ
ム
の
信
仰
の
あ
り
よ
う
が
み
え
て
く
る
。
確
か
に
、
筆
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
イ
ラ
ン
で
も
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
は
「
お
め
で
た
い

月(m
āh-e m

obārak-e R
am

ażān)
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
呼
称
に
眉

を
ひ
そ
め
る
現
地
の
人
々
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
も
事
実
で
は
あ

る
が
、
八
木
氏
の
「
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
と

こ
ろ
の
食
欲
を
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
制
御
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
実
行

す
る
人
に
精
神
的
、
あ
る
い
は
霊
的
な
力
を
与
え
る
」
と
い
う
説
明
に
、

今
更
な
が
ら
至
極
納
得
さ
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
基
本
的
に
全
員
が
毎
年

決
め
ら
れ
た
一
ヶ
月
の
間
「
絶
ち
も
の
」
を
お
こ
な
う
理
由
と
し
て
、
日

中
の
断
食
を
解
い
て
す
ぐ
、
家
族
や
友
人
と
そ
ろ
っ
て
と
る
食
事
で
あ
る

イ
フ
タ
ー
ル
が
ス
ペ
シ
ャ
ル
感
の
あ
る
「
共
食
」
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
に
は
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。
加
え
て
、
ラ
マ
ダ
ー

ン
月
の
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が
跳
ね
上
が
る
理
由
も
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
の
特
異

な
祝
祭
の
雰
囲
気
が
手
に
と
る
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
八
木
氏
の
見
事

な
筆
致
に
よ
り
、
こ
の
期
間
に
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
滞
在
し
た
こ
と
の
な
い

人
に
も
十
分
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル

と
も
深
い
関
係
の
あ
る
「
慈
悲
あ
ま
ね
く
御
方
の
食
卓
」
と
称
さ
れ
る
施

し
の
実
践
で
あ
る
「
ラ
マ
ダ
ー
ン
・
テ
ー
ブ
ル
」
に
つ
い
て
の
解
説
部
分

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
馴
染
み
の
薄
い
日
本
人
一
般
の
方
々
に
こ
そ
是

非
と
も
一
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ラ
マ
ダ
ー
ン
・
テ
ー
ブ
ル
と
は
、「
イ

フ
タ
ー
ル
の
時
間
に
合
わ
せ
、
誰
で
あ
れ
訪
ね
る
者
に
無
料
で
食
事
を
提

供
す
る
慈
善
行
為
」
で
あ
り
、
時
に
は
国
会
議
員
や
芸
能
人
が
お
こ
な
う

こ
と
で
物
議
を
醸
し
、
そ
れ
が
確
実
に
人
々
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
て
い

る
。
施
し
と
い
う
行
為
が
売
名
行
為
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
批
判
も
あ
る

が
、
施
し
を
す
る
側
か
ら
見
れ
ば
、
善
き
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
、
自
ら
の
社
会
的
地
位
を
揺
る
ぎ
な
き
も
の
に
す
る
絶
好
の
機

会
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
何
に
も
ま
し
て
、施
し
を
す
る
者
が
、

施
し
を
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
そ
の
意
味
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に

従
っ
て
生
き
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
有
効
な
方
法
と
し
て
「
ラ
マ

ダ
ー
ン
・
テ
ー
ブ
ル
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
共
食
と

い
う
現
象
を
と
お
し
て
現
代
の
ム
ス
リ
ム
の
意
識
が
ベ
ー
ル
を
剥
ぐ
よ

う
に
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
が
、
本
書
の
魅
力
で
あ
る
。

　
ル
ー
ル
だ
け
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
ル
ー
ル
の
先
に
目
を
向
け
、
つ
ま

り
ル
ー
ル
が
意
味
す
る
も
の
を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
み
よ
う
と
誘

い
ざ
な

っ
て

く
れ
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
目
先
の
物
事
に
の
み
と
ら
わ
れ
が
ち
な
人
に

こ
そ
、
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
本
書
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
視
野
に
入
れ
、
ハ
ラ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
手
が
け
よ
う
と
意
気
込
む
人
々

の
必
携
書
と
な
る
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
疑
問

を
抱
い
て
い
る
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
本
書
と
い
う
「
食
」
と
い
う
身
近

な
生
活
文
化
の
解
説
を
通
し
て
、
い
つ
ま
で
も
「
遠
く
て
遠
い
存
在
」
と

思
っ
て
き
た
ム
ス
リ
ム
た
ち
と
の
心
的
距
離
を
縮
め
る
き
っ
か
け
と
な

る
に
違
い
な
い
。

　
一
方
、
本
学
の
多
く
の
教
員
が
執
筆
を
担
当
し
た
『
世
界
を
食
べ
よ

う
！ 

〜
東
京
外
国
語
大
学
の
世
界
料
理
』
は
、
お
そ
ら
く
他
の
大
学
や

研
究
機
関
で
は
出
版
し
得
な
い
、
東
京
外
国
語
大
学
な
ら
で
は
の
世
界
料
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理
本
で
あ
る
。
前
述
の
八
木
氏
も
ア
ラ
ブ
料
理
の
執
筆
を
担
当
し
て
い

る
。

　
本
書
の
特
筆
す
べ
き
点
は
、「
食
」
を
通
し
て
世
界
の
地
域
の
多
様
性

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
編
者
で
あ
る
沼
野
氏
が
ま
え
が

き
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
は
「「
食
」
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
介

し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
地
域
研
究
」
書
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
網

羅
し
て
い
る
地
域
は
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア
ジ
ア
・
西
ア
ジ

ア
・
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
中
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
南
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
セ
ア
ニ
ア
・
ア
フ
リ
カ
と
多
岐
に
わ
た
り
、
言
及
さ

れ
て
い
な
い
の
は
北
欧
と
南
極
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
昨
今
、
日
本
で
味

わ
う
こ
と
の
で
き
る
世
界
料
理
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
例

え
ば
筆
者
の
研
究
対
象
で
あ
る
イ
ラ
ン
の
料
理
店
は
い
ま
ひ
と
つ
日
本

に
定
着
せ
ず
、
さ
し
た
る
発
展
も
み
ら
れ
な
い
た
め
普
及
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
し
、
イ
ギ
リ
ス
料
理
や
ア
メ
リ
カ
料
理
と
い
わ
れ
て
も
正
直
ピ

ン
と
こ
な
い
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
、
今
ひ
と
つ
日
本
で

市
民
権
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
な
地
域
の
料
理
に
つ
い
て
も

き
ち
ん
と
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
が
喜
ば
し
い
し
、
そ
こ
に
各
研
究
者

の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
対
す
る
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
各
研
究
者
の
専
門
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ッ
セ
イ
の
テ
イ
ス

ト
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
の
も
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。
料
理
名
の
言
語

的
特
徴
の
説
明
に
心
を
砕
く
言
語
学
者
、
古
い
文
献
に
あ
た
っ
て
料
理
の

起
源
を
解
説
す
る
文
学
者
も
い
れ
ば
、
歴
史
か
ら
み
え
る
食
を
丹
念
に
解

説
す
る
歴
史
学
者
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
っ
て
地
域
社
会
と
密
な
関
係
を

築
い
て
き
た
中
で
食
を
と
り
あ
げ
た
社
会
学
者
等
々
、
日
頃
同
じ
大
学
に

い
な
が
ら
、
な
か
な
か
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
同
僚
ら
の
養
っ
て
き

た
知
的
感
覚
に
触
れ
る
絶
好
の
機
会
が
提
供
さ
れ
た
と
思
う
。

　
専
門
的
学
術
研
究
書
と
い
う
体
裁
を
敢
え
て
と
っ
て
い
な
い
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
教
員
ら
の
茶
目
っ
気
が
垣
間
見
え
る
点
も
本
書
に
色
を
添
え

て
い
る
。
料
理
の
レ
シ
ピ
は
、
正
直
、
日
本
で
そ
の
料
理
を
作
り
た
い
と

思
う
読
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
親
切
な
作
り
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
が
、
思

わ
ず
ク
ス
ッ
と
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
記
述
が
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
料
理
の
「
モ
ヒ
ン
ガ
ー
・
寄
進
用
レ
シ
ピ
」

は
、
お
そ
る
べ
し
、
材
料
百
人
分
の
記
載
で
あ
る
！

　
麺
を
三
二
キ
ロ
も

ど
う
す
る
？

　
と
思
う
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
無
論
こ
れ
は
二
十
で
割

る
と
か
、
五
十
で
割
る
と
か
す
れ
ば
、
調
理
実
習
可
能
に
は
な
る
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
料
理
「
塩
漬
け
き
の
こ
」
の
レ
シ
ピ
に
は
、
最
初

に
さ
ら
り
と
「
森
へ
き
の
こ
狩
り
に
行
く
。
食
用
き
の
こ
と
毒
き
の
こ
を

峻
別
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
森
が
自
宅
近
く
に
は
な
い
か
ら
き

の
こ
狩
り
に
行
け
な
い
し
、
さ
ら
に
は
ど
う
や
っ
て
毒
き
の
こ
と
食
べ
ら

れ
る
き
の
こ
を
峻
別
す
る
の
か
を
教
え
て
ほ
し
い
、
な
ど
と
至
極
単
純
な

筆
者
は
思
っ
て
し
ま
い
、
見
事
に
編
者
の
術
中
に
は
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
地
域
文
化
研
究
者
た
ち
の
食
の
エ
ッ

セ
イ
集
で
あ
る
ゆ
え
、
出
版
会
き
っ
て
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
つ
つ
あ

る
（
ら
し
い
？
）
と
い
う
話
に
も
頷
け
る
。

　
ま
た
、
教
員
と
学
生
・
卒
業
生
の
距
離
の
近
さ
が
如
実
に
表
れ
た
レ
シ

ピ
や
コ
ラ
ム
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
意
図
せ
ず
、
本
学
の
魅
力
が
披
露
さ

れ
る
結
果
と
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
料
理
の
「
ハ
イ
く
ん

家ち

の
フ
ォ
ー
」。
こ
れ
は
、
ご
両
親
が
ベ
ト
ナ
ム
人
で
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
語

の
学
生
の
家
庭
料
理
の
レ
シ
ピ
が
そ
の
ま
ま
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

世
界
で
味
わ
え
る
「
日
本
料
理
」
に
つ
い
て
、
世
界
各
地
で
活
躍
す
る
卒

業
生
に
よ
る
コ
ラ
ム
が
色
を
添
え
、
日
本
で
食
す
る
の
と
は
異
な
る
「
日
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本
料
理
」
に
驚
き
、
納
得
で
き
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

　
編
者
の
沼
野
氏
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
、
勘
の
良
さ
、
さ
ら
に
は
百
人
百

様
の
研
究
者
ら
を
ま
と
め
あ
げ
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
に
、
心
か
ら
拍
手

を
送
り
た
い
。

　
最
後
に
一
言
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
二
冊
と
も
、「
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ

る
」
こ
と
で
人
が
互
い
に
信
頼
関
係
を
築
き
、
初
め
て
出
会
う
人
と
で
も

か
ま
わ
ず
大
勢
で
食
卓
を
囲
み
、
輪
に
な
っ
て
食
す
る
こ
と
の
喜
び
を
伝

え
た
い
と
い
う
思
い
が
通
底
し
て
い
る
、
と
筆
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
両

書
と
も
、「
孤
食
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
日
本
社
会
に
対
し
、
警
鐘
を

鳴
ら
す
役
割
を
も
自
然
と
担
っ
た
結
果
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
あ
、
今
夜
は
何
を
誰
と
味
わ
う
こ
と
に
し
よ
う
か
。

                                                                                          （
佐
々
木
あ
や
乃
）
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多
言
語
・
多
文
化
研
究
の
担
い
手
た
ち
に
よ
る
村
上
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二
・
加
藤
雄
二
編

『
世
界
文
学
と
し
て
の
村
上
春
樹
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会

　
二
〇
一
五
年
二
月

は
じ
め
に

　　
世
界
は
今
、
我
々
の
想
像
を
超
え
る
ス
ピ
ー
ド
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い

う
天
網
に
絡
め
取
ら
れ
、
日
々
変
容
を
続
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
。
本
書
は
、
そ
ん
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
代
社
会
に
お
い
て
、

〈
世
界
文
学
〉
と
称
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
〈
国
際
作
家
〉
村
上
春
樹
・

H
aruki M

urakam
i

を
、
主
専
攻
語
だ
け
で
二
十
七
言
語
を
有
し
、
日
本

に
お
け
る
多
言
語
・
多
文
化
教
育
の
中
核
を
担
う
本
学
の
研
究
者
達
が
、

母
国
内
外
の
〈
現
場
〉
か
ら
の
〈
検
証
〉
を
試
み
た
成
果
で
あ
る
。

　
村
上
文
学
が
纏
う
普
遍
性
や
日
本
と
い
う
地
域
性
、
何
よ
り
現
在
四
十

を
超
え
る
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
様
々
な
地
域
で
愛
読
さ
れ
る
国
際
性
を
も

孕
む
特
質
に
つ
い
て
、
従
来
の
論
考
と
は
異
な
る
視
座
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
り
、
世
界
各
地
の
翻
訳
・
研
究
の
現
場
に
お
け
る
情
報
、
及
び
論

考
を
収
載
し
た
一
冊
で
も
あ
る
。
本
書
に
は
、
多
言
語
・
多
分
野
に
渡
る

国
内
外
の
様
々
な
研
究
者
た
ち
の
、〈
今
〉
の
〈
現
場
〉
か
ら
の
論
考
が

収
載
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
つ
い
て
字
数
が
許

す
限
り
詳
細
な
情
報
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、『
世
界
文
学
と
し
て
の
村
上

春
樹
』
の
香
り
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

東
京
外
国
語
大
学
でH

aruki M
urakam

i

を
検
証
す
る
意
義

　
東
京
外
国
語
大
学
か
ら
、〈
国
際
作
家
〉
と
し
て
の
村
上
春
樹
・H

a-
ruki M

urakam
i

を
検
証
す
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
書
編
者
の
柴
田
勝

二
氏
、
加
藤
雄
二
氏
が
、「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
に
即
し
た
視
点
か
ら
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。

　
ま
ず
、「
ま
え
が
き
」
で
、
日
本
近
代
文
学
を
専
門
と
し
つ
つ
も
村
上

春
樹
に
つ
い
て
多
く
の
精
密
な
論
考
を
執
筆
さ
れ
て
い
る
柴
田
勝
二
氏

が
、「
村
上
春
樹
を
現
代
日
本
の
代
表
的
な
〈
国
際
作
家
〉
と
し
て
取
り

上
げ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
新
し
い
試
み
で
は
な
い
。」
と
前
置
き
し
た
上

で
、
本
学
が
有
す
る
二
十
七
言
語
の
教
育
と
世
界
各
国
の
言
語
や
文
化
を

研
究
す
る
人
間
が
集
う
環
境
こ
そ
が
、
こ
の
よ
う
な
探
求
を
お
こ
な
う
の

に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
満
た
し
て
い
る
、
と
編
纂
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。

　
柴
田
氏
は
更
に
、
こ
の
点
が
現
代
日
本
文
学
と
い
う
母
国
の
文
化
を
外

部
か
ら
の
眼
差
し
を
活
用
し
つ
つ
捉
え
る
た
め
に
も
強
力
な
条
件
と
し

て
働
く
は
ず
で
あ
り
、
外
国
文
学
を
専
門
と
す
る
教
員
の
な
か
に
も
村

上
春
樹
に
一
家
言
持
つ
者
が
多
く
い
る
点
や
、
国
内
外
の
研
究
者
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
よ
り
海
外
に
お
け
る
村
上
研
究
者
の
情
報
も
入
手
で
き
る
点

を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
こ
と
で
、
こ
の
〈
国

際
作
家
〉
を
改
め
て
多
角
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い

う
起
点
的
動
機
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

　
次
に
、「
あ
と
が
き
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
専
門
家
で
あ
り
、
村

上
文
学
の
精
読
者
と
し
て
も
周
知
さ
れ
る
加
藤
雄
二
氏
が
、
本
書
刊
行
の

目
的
と
意
義
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
。
加
藤
氏
は
、
村
上
作
品
が
主
と
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し
て
日
本
を
舞
台
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
と

向
か
う
現
代
社
会
の
状
況
に
驚
く
べ
き
柔
軟
さ
で
適
応
し
、
絶
え
ず
新
し

い
状
況
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
こ
と
が
、
現
在
の
村
上
研
究
が
グ
ロ
ー
バ

ル
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
に
伴
う
文
学
的
状
況
の
変
化
が
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

村
上
春
樹
・H

aruki M
urakam

i

は
「
文
学
」
と
い
う
も
の
が
す
で
に
抗

い
が
た
く
新
し
い
場
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
を
、
他
の
何
よ

り
も
先
駆
け
て
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
、
と
こ
れ
ま
で
村
上
研
究
が

辿
っ
た
あ
ま
り
に
も
長
い
現
在
ま
で
の
時
間
的
経
過
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
、
本
書
刊
行
が
、
国
内
外
の
多
く
の
論
考
を
収
載
す
る
こ
と

で
、
単
な
る
村
上
研
究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
十
全

な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
け
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
言
語
・
多
文

化
を
担
う
東
京
外
国
語
大
学
を
起
点
と
し
た
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
文

学
的
言
説
を
、
よ
り
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
交
錯
さ
せ
る
試
み
と
し
て
の
意

義
を
持
つ
と
し
て
い
る
。
最
後
に
加
藤
氏
は
、「
異
な
っ
た
コ
ン
テ
ク
ス

ト
か
ら
の
議
論
を
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
対
話
を
生
成
す

る
」
と
い
う
こ
と
を
、
本
書
刊
行
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

第
Ⅰ
部

　
村
上
春
樹
と
世
界

　
本
書
は
、
大
き
く
四
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
に
は
、
国
内
外

の
著
名
な
研
究
者
七
名
の
論
考
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
本
書
編
纂
者
の
一
人
で
あ
る
柴
田
勝
二
氏
は
、
現
在
の
村
上
春

樹
作
品
が
世
界
各
地
の
読
者
の
心
を
捉
え
、
多
く
の
研
究
や
論
考
が
様
々

に
試
み
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
欧
米
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
の
翻
訳

者
や
研
究
者
た
ち
の
見
方
を
挙
げ
、
村
上
春
樹
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た

と
さ
れ
る
、
海
外
の
著
名
な
文
学
者
や
文
学
作
品
と
の
関
係
を
丁
寧
に
解

説
・
分
析
し
、
村
上
作
品
全
体
を
概
括
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
次
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
米
国
人
研
究
者
マ
シ
ュ
ー
・
ス
ト
レ
ッ

カ
ー
氏
の
論
考
で
あ
る
。
ス
ト
レ
ッ
カ
ー
氏
は
、
村
上
作
品
の
欧
米
研
究

者
の
代
表
的
な
観
点
の
持
ち
主
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
日
常
的
で
あ
る
多

く
の
村
上
作
品
に
は
、
ユ
ン
グ
的
な
集
合
意
識
な
ど
と
照
応
す
る
形
で
神

話
世
界
へ
と
読
者
を
誘
い
つ
つ
、
そ
の
世
界
を
相
対
化
す
る
異
界
へ
の
回

路
が
内
在
す
る
と
主
張
す
る
。
そ
ん
な
村
上
作
品
世
界
が
孕
む
多
様
性
と

普
遍
性
に
つ
い
て
述
べ
る
論
考
で
あ
る
。

　
コ
リ
ー
ヌ
・
ア
ト
ラ
ン
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
日
本
文
学
の
翻

訳
家
で
あ
る
。
ア
ト
ラ
ン
氏
は
、
村
上
作
品
の
翻
訳
者
と
し
て
、
村
上
作

品
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
や
す
い
反
面
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
は
ず

の
〈
日
本
〉
が
、
と
も
す
る
と
す
っ
か
り
埋
も
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
う
傾
向
が
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
翻
訳
家
と
し
て
実
際
の
翻
訳
作
業

で
直
面
す
る
様
々
な
問
題
点
を
挙
げ
な
が
ら
、
村
上
作
品
が
フ
ラ
ン
ス
語

と
い
う
外
国
語
へ
変
換
さ
れ
て
も
な
お
失
う
こ
と
の
な
い
、
普
遍
性
や
特

殊
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
本
書
の
も
う
一
人
の
編
者
で
あ
る
加
藤
雄
二
氏
は
、
自
身
の
専
門
分
野

で
も
あ
り
、
村
上
春
樹
も
崇
拝
し
て
や
ま
な
い
ア
メ
リ
カ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

作
家
、
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
を
始
め
と
し
た
北
米
作
家
た

ち
の
み
な
ら
ず
、
大
江
健
三
郎
な
ど
の
日
本
文
学
者
が
描
く
作
品
の
文
脈

と
の
関
係
性
と
古
典
的
特
質
に
つ
い
て
も
詳
細
に
分
析
し
た
う
え
で
、
英

米
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
の
書
き
手
た
ち
へ
、
新
し
い
選
択
肢
と
し
て
の

村
上
作
品
の
特
質
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
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台
湾
の
研
究
者
で
あ
る
䔥
幸
君
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
も
う
一
人
の

〈
国
際
作
家
〉
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
や
、
現
代
台
湾
文
学
の
中
核
を
担
う

ひ
と
り
で
あ
る
頼
香
吟
の
作
品
と
村
上
作
品
と
の
対
比
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
考
察
を
通
じ
て
村
上
作
品
を
生
身
の
村
上
と
い
っ
た
ん
切
り

離
し
、
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
や
頼
香
吟
の
作
品
と
照
応
す
る
こ
と
で
、「
言

葉
」
と
い
う
目
に
は
見
え
な
い
自
己
再
生
を
促
す
力
が
、
日
本
と
台
湾
を

内
包
す
る
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
の
中
に
通
底
す
る
、
人
間
の
意
識
の
同
質
性

と
異
質
性
に
つ
い
て
鮮
や
か
に
論
じ
て
い
る
。

　
一
方
、
つ
い
先
ご
ろ
ま
で
本
学
で
ス
ペ
イ
ン
文
学
の
教
鞭
を
執
っ
て
お

ら
れ
た
柳
原
孝
敦
氏
は
、
大
塚
英
志
氏
の
〈
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
〉
論
を

踏
ま
え
た
視
座
よ
り
論
じ
て
い
る
。
現
代
の
普
遍
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
持

つ
村
上
作
品
と
、
自
身
の
専
門
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
圏
作
品
と
の
共
通
点

を
提
示
し
、
作
品
に
お
け
る
〈
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
〉
化
の
進
行
を
指
摘

す
る
。
ま
た
そ
れ
が
同
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
作
家
た
ち
と
共
通
す
る

動
向
と
し
て
、
す
で
に
四
十
年
以
上
前
に
は
み
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
可

能
性
を
示
し
、
双
方
に
共
通
す
る
〈
漫
画
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
〉
の
普
遍

的
特
徴
が
、
作
品
の
中
で
「
現
実
」
と
「
異
界
」
を
結
ぶ
戦
略
的
構
造
と

し
て
果
た
す
大
き
な
役
割
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
七
名
の
論
者
の
最
後
に
は
、
韓
国
に
お
け
る
村
上
春
樹
文
学
の
新
進
気

鋭
の
研
究
者
で
あ
る
趙
柱
喜
氏
が
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。
趙
氏
は
、
日
本

と
韓
国
の
大
衆
文
化
と
し
て
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
重
複
部
分
に
言
及

し
、「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
と
し
て
の
村
上
春
樹
論
を
展
開
し
て
い
る
。
柴

田
勝
二
氏
が
「
ま
え
が
き
」
に
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
考
に

は
前
述
の
柳
原
氏
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
小
説
」
と
い
う
視
座
か
ら
の
論
考

と
も
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
趙
氏
は
、
村
上
作
品
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
性
が
高
く
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
従
来

の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
は
決
定
的
に
一
線
を
画
す
独
自
性
を
提
示
す
る

こ
と
で
、
時
代
に
先
駆
け
反
映
し
つ
つ
も
、
そ
の
作
品
の
時
代
性
を
読
者

に
強
制
す
る
こ
と
の
な
い
構
成
こ
そ
が
、
広
く
世
界
で
受
容
さ
れ
る
原
動

力
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部

　
世
界
の
中
で
村
上
春
樹
を
読
む

　
第
Ⅱ
部
は
、
加
藤
雄
二
氏
の
司
会
の
も
と
に
、
柴
田
勝
二
氏
、
柳
原
孝

敦
氏
と
、
ア
メ
リ
カ
現
代
文
学
の
研
究
者
で
、
翻
訳
や
移
動
を
視
点
と
し

た
先
鋭
的
な
村
上
論
者
と
も
評
さ
れ
る
都
甲
幸
治
氏
、
並
び
に
、
本
学
に

て
現
代
中
国
文
学
、
特
に
満
州
に
お
け
る
植
民
地
文
学
を
専
門
と
さ
れ
て

い
る
橋
本
雄
一
氏
に
よ
る
座
談
会
が
、
こ
の
紙
上
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。

五
名
の
研
究
者
が
、
本
学
な
ら
で
は
の
多
言
語
・
多
文
化
の
象
徴
と
も
言

え
る
多
角
的
視
座
か
ら
、
村
上
春
樹
文
学
を
巡
る
熱
い
討
論
会
を
展
開
す

る
。

　
こ
の
座
談
会
は
、
出
席
者
の
専
門
地
域
に
お
け
る
文
学
作
品
や
文
化
と

村
上
作
品
と
の
関
係
性
や
対
比
・
考
察
が
、
様
々
な
国
や
地
域
を
取
り
込

み
な
が
ら
紹
介
さ
れ
、
文
字
通
り
〈
世
界
文
学
〉
と
し
て
の
村
上
論
を
堪

能
で
き
る
。
言
及
さ
れ
る
国
や
地
域
の
広
さ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
異

色
の
座
談
会
で
あ
り
、
ま
さ
に
東
京
外
国
語
大
学
の
香
気
を
帯
び
た
座
談

会
で
あ
る
。
例
え
ば
都
甲
氏
は
、
豪
州
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
「
パ

ラ
モ
ダ
ン
」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
つ
つ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
だ
け
で
な
く

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
文
脈
も
あ
わ
せ
る
こ
と
で
初
め
て
見
え
て
く
る

村
上
春
樹
の
位
置
に
つ
い
て
、
現
代
の
中
南
米
作
家
た
ち
の
位
置
と
共
通

す
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
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ま
た
、
現
在
、
先
行
す
る
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
欧
米
の
文
学
作
品

と
の
関
わ
り
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
や
中
国
な
ど
の
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る

歴
史
認
識
と
村
上
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、
研
究
の
現
状
と
共
に
語

り
合
わ
れ
て
い
る
。
加
藤
氏
は
、
韓
国
に
お
け
る
村
上
批
判
に
つ
い
て
の

趙
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
、
橋
本
氏
が
、
現
代
中
国
語
圏
で
の
〈
新
し
い
も

の
〉
と
し
て
村
上
春
樹
の
文
学
を
歓
迎
す
る
若
者
層
の
読
者
や
、
歴
史
認

識
に
対
す
る
村
上
の
態
度
を
歓
迎
す
る
反
響
に
つ
い
て
紹
介
す
る
な
ど
、

先
行
研
究
地
域
に
つ
い
て
の
言
及
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
点
こ
そ
が
、
こ
の

座
談
会
の
多
文
化
性
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
地
域
を
有
す
る
五
人
の
研
究
者
た
ち
が
繰
り
広
げ

る
、
多
文
化
的
視
点
で
の
〈
国
際
作
家
〉
村
上
春
樹
・H

aruki M
uraka-

m
i

を
読
み
解
く
座
談
会
は
、
そ
の
視
線
が
世
界
中
の
様
々
な
国
や
地
域

へ
と
更
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。〈
世
界
文
学
〉
と
し
て
の
村
上
文
学
が
有
す

る
特
質
性
や
、
作
品
全
体
を
通
底
す
る
普
遍
的
共
通
性
と
い
う
べ
き
も
の

と
、
村
上
作
品
が
受
容
さ
れ
て
い
る
国
や
地
域
固
有
の
日
本
と
は
異
な

る
文
化
と
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、「
五
人
五
様
の
研
究
者
た
ち
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
地
域
や
専
門
分
野
の
詳
細
な
事
例
を
対
照
に
し
な

が
ら
、
独
自
の
視
座
で
多
彩
な
討
論
を
展
開
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部

　
外
国
語
の
な
か
の
村
上
春
樹

　
第
Ⅲ
部
で
は
、
海
外
の
様
々
な
地
域
に
お
け
る
村
上
文
学
の
翻
訳
状
況

や
受
容
の
現
状
に
つ
い
て
、
中
国
語
、
韓
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
の
七
言
語
九
地
域
の
〈
現
場
〉
か
ら
の
情
報
を
収
載
し

て
い
る
。

　
中
国
語
圏
か
ら
は
、
橋
本
雄
一
氏
と
馮
英
華
氏
の
共
著
に
よ
り
、
少
し

シ
ュ
ー
ル
で
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
登
場
人
物
た
ち
が
、
ウ
イ
ッ
ト
に
富
ん
だ

会
話
を
繰
り
広
げ
る
対
話
形
式
の
村
上
論
が
、
楽
し
い
謎
か
け
と
共
に
展

開
さ
れ
て
い
る
。

　
韓
国
語
圏
か
ら
は
、
崔
在
喆
氏
に
よ
っ
て
、
三
種
類
の
異
な
る
韓
国
語

翻
訳
の
差
異
に
つ
い
て
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
韓
国
に
お

け
る
村
上
作
品
の
初
期
の
翻
訳
事
情
や
、
現
在
の
翻
訳
・
研
究
の
状
況
、

春
樹
文
学
の
受
容
と
評
価
に
つ
い
て
も
、
多
岐
に
わ
た
る
報
告
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　
高
橋
留
美
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
村
上
作
品
の
英
訳
本
の
変
遷
と

批
評
を
交
え
つ
つ
、
英
語
に
翻
訳
・
編
集
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
で
あ
ろ

う
「
村
上
春
樹
」
と
「H

aruki M
urakam

i

」
と
の
差
異
に
つ
い
て
、
そ

の
構
築
過
程
を
端
的
に
論
じ
て
い
る
。

　
第
Ⅰ
部
に
も
論
考
が
あ
る
コ
リ
ー
ヌ
・
ア
ト
ラ
ン
氏
は
、
日
本
語
の
持

つ
曖
昧
さ
を
抑
え
た
明
晰
な
文
章
を
書
く
村
上
の
表
現
を
、
フ
ラ
ン
ス
語

に
翻
訳
す
る
際
の
根
本
的
な
問
題
、
つ
ま
り
、
高
橋
氏
の
論
と
も
共
通
す

る
、
一
つ
の
文
化
的
要
素
を
別
の
文
化
的
要
素
へ
変
換
す
る
際
の
問
題
に

つ
い
て
詳
細
に
語
っ
て
い
る
。

　
ロ
シ
ア
語
圏
か
ら
は
、
笹
山
啓
氏
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
に
お
け
る
村
上
作

品
の
翻
訳
状
況
と
売
り
上
げ
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
共
に
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
村
上
文
学
の
読
ま
れ
方
の
背
景
に
潜

む
、
現
代
ロ
シ
ア
の
文
化
的
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
も
明
快
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
メ
キ
シ
コ
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
久
野
量
一
氏
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
語

圏
全
般
に
お
け
る
発
売
順
序
が
、
原
書
の
発
表
順
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
現
状
と
共
に
、
主
要
読
書
層
が
若
者
で
あ
る
こ
と
や
、
翻
訳
さ
れ
る



書評

270

際
の
独
特
な
書
名
の
採
用
状
況
に
つ
い
て
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
化
圏
の

〈
今
〉
を
伝
え
て
い
る
。

　
最
後
に
、
村
上
作
品
が
ま
だ
読
ま
れ
始
め
た
ば
か
り
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

圏
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
は
、
ク
ニ
ャ
・
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ヒ
・
ユ
ー
リ
氏
と
武
田

千
香
氏
の
共
著
で
、
二
〇
〇
八
年
に
集
中
的
に
翻
訳
本
が
出
版
さ
れ
た
背

景
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏
の
ポ
ル
ト
ガ
ル

で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
と
は
別
に
独
自
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

翻
訳
の
作
品
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
出
版
さ
れ
て
い
る
倍
以
上
の
作
品
数
で
既

に
市
場
に
出
回
っ
て
い
る
現
状
に
も
言
及
し
て
い
る
。

第
Ⅳ
部

　
村
上
研
究
へ
の
ま
な
ざ
し

　
第
Ⅳ
部
で
は
、
柴
田
勝
二
氏
が
中
心
と
な
り
、
日
本
国
内
外
の
村
上
春

樹
に
関
す
る
論
考
を
可
能
な
限
り
収
集
し
、
報
告
し
て
い
る
。
日
本
国
内

の
論
考
に
つ
い
て
は
、
編
者
で
も
あ
る
柴
田
勝
二
氏
本
人
が
、
英
語
圏
に

つ
い
て
は
、
も
う
一
人
の
編
者
で
あ
る
加
藤
雄
二
氏
が
担
当
し
て
い
る
。

中
国
語
圏
の
論
考
は
、
台
湾
・
淡
江
大
学
助
理
教
授
の
内
田
康
氏
と
、
柴

田
研
究
室
院
生
の
高
艶
氏
、
陸
嬋
氏
、
麻
春
禄
氏
が
、
更
に
、
韓
国
語
圏

の
論
考
も
同
じ
く
柴
田
研
究
室
の
南
徽
貞
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
真
摯
な
調
査

に
よ
る
資
料
を
提
供
し
、
柴
田
氏
に
よ
っ
て
丁
寧
に
整
理
さ
れ
た
論
考
と

し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

　
本
論
考
の
総
括
と
し
て
柴
田
氏
は
、
こ
れ
か
ら
の
村
上
春
樹
の
論
じ
手

に
つ
い
て
、
今
後
は
異
文
化
を
内
包
し
た
論
者
が
、
日
本
人
の
従
来
の
論

じ
手
の
意
表
を
突
く
角
度
か
ら
村
上
文
学
に
切
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
を

望
む
、
と
結
ん
で
い
る
。

　
本
書
の
最
後
尾
に
は
、
村
上
春
樹
の
翻
訳
状
況
一
覧
が
様
々
な
言
語
の

翻
訳
本
の
表
紙
写
真
と
共
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
村
上
春
樹
年
譜

と
し
て
、
生
活
年
譜
や
著
作
年
譜
と
並
べ
た
翻
訳
書
年
譜
も
記
載
さ
れ
た

も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
最
後
に
、
筆
者
の
さ
さ
や
か
な
希
求
を
一
つ
申
し
添
え
さ
せ
て
頂
く
な

ら
ば
、
柴
田
氏
が
「
は
じ
め
に
」
で
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
今
回
収

載
出
来
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
を
始
め
と
し
更
に
多
く
の
地
域

に
お
け
る
村
上
論
を
紹
介
す
る
、
よ
り
東
京
外
国
語
大
学
ら
し
い
『
世
界

文
学
と
し
て
の
村
上
春
樹

　
第
二
版
』
の
刊
行
を
、
心
よ
り
願
っ
て
い
る

こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
本
稿
の
ペ
ン
を
置
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

平
原
真
紀
）
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郷
愁
の
ア
ン
コ
ー
ル
、
そ
の
軋
轢
と
葛
藤  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

ヌ
ー
・
ハ
ー
イ
著
、
岡
田
知
子
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 『
萎
れ
た
花
・
心
の
花
輪
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

公
益
財
団
法
人
大
同
生
命
国
際
文
化
基
金

　
二
〇
一
五
年
九
月

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
え
ば
、
私
た
ち
日
本
人
は
つ
い
暗
い
歴
史
の
一
面
と

貧
し
さ
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ほ
か
の
国
々

と
同
じ
よ
う
に
独
自
の
歴
史
や
文
化
に
根
差
し
、
人
び
と
の
心
に
潤
い
を

与
え
て
き
た
多
様
な
文
学
や
芸
術
が
生
き
つ
づ
け
て
き
た
。
本
書
は
公
益

財
団
法
人
大
同
生
命
国
際
文
化
基
金
『
ア
ジ
ア
の
現
代
文
芸
』
シ
リ
ー
ズ

の
う
ち
の
一
冊
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は

ア
ジ
ア
諸
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
優
れ
た
文
芸
作
品
を
発
掘
し
、
紹
介
し
よ
う

と
い
う
意
欲
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
お
か
げ
で
私
た
ち

は
ふ
だ
ん
馴
染
の
な
い
ア
ジ
ア
の
文
学
作
品
を
日
本
語
で
直
に
読
む
恩

恵
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
と
し
て
は
、『
現
代
カ

ン
ボ
ジ
ア
短
編
集
』（
二
〇
〇
一
年

　
岡
田
知
子
訳
）、『
地
獄
の
一
三
六
六

日
　
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
下
で
の
真
実
』（
二
〇
〇
七
年

　
オ
ム
・
ソ
ン
バ
ッ

ト
著

　
岡
田
知
子
訳
）
に
つ
づ
く
第
三
段
で
、
本
書
に
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
を

代
表
す
る
現
代
作
家
ヌ
ー
・
ハ
ー
イ
に
よ
る
二
篇
の
作
品
『
萎
れ
た
花
・

心
の
花
輪
』
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

　
両
作
品
の
背
景
と
な
る
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
〇
年
代
、
フ
ラ

ン
ス
植
民
地
で
あ
っ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
近
代
化
を
進
め
る
一
方
で
自
ら

の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
目
覚
め
て
い
く
躍
動
的
な
時
代
で
あ
っ

た
。
植
民
地
時
代
を
と
お
し
て
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
社
会
情
勢
研
究
に
つ

い
て
はC

am
bodge:T

he C
ultivation of a N

ation,1860-1945  (Edw
ards, 

Penny

　2008) 

に
詳
し
い
が
、
そ
の
中
に
も
当
時
の
若
者
の
心
情
や
社
会

の
雰
囲
気
を
示
す
例
と
し
て
『
心
の
花
輪
』
か
ら
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
著
者
は
一
九
一
六
年
、
両
作
品
の
舞
台
で
あ
る
バ
ッ
タ
ン
バ
ン
州

で
生
ま
れ
た
。
今
年
は
生
誕
百
年
と
な
る
。
十
六
歳
で
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
高

等
教
育
機
関
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
シ
ソ
ワ
ッ
ト
に
入
学
、
一
九
三
九
年
、
リ

セ
・
シ
ソ
ワ
ッ
ト
を
卒
業
し
た
当
時
の
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
二
年
間
法
律

を
学
び
裁
判
官
を
経
験
し
た
あ
と
の
一
九
四
七
年
、
情
報
省
に
入
省
し
、

政
府
広
報
誌
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
」
の
編
集
に
携
わ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
同
誌

に
発
表
し
た
作
品
が
『
萎
れ
た
花
』
で
あ
る
。
そ
の
後
外
務
省
に
移
り
、

一
九
五
二
年
、
政
策
局
長
の
こ
ろ
『
心
の
花
輪
』
を
著
し
た
。
駐
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
大
使
と
し
て
奉
職
し
て
い
た
一
九
七
〇
年
、
ロ
ン
・
ノ
ル
に
よ
る

無
血
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
親
米
政
権
の
ク
メ
ー
ル
共
和
国
が
誕
生
す

る
が
、
著
者
は
残
留
を
命
じ
ら
れ
一
九
七
二
年
に
引
退
す
る
ま
で
勤
務
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七
五
年
、
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
が
誕
生
す
る
と
、

ロ
ン
・
ノ
ル
時
代
の
高
級
官
僚
で
あ
り
作
家
で
も
あ
っ
た
著
者
は
真
っ
先

に
粛
清
の
標
的
と
さ
れ
た
。

　

　『
萎
れ
た
花
』
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
代
表
す
る
現
代
文
学
で
あ
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
学
校
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
独

立
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
に
変
え
ら
れ
る
と
同
時
に
教
科
書
に

も
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
、
そ
の
後
の
社
会
主
義
体
制
下

で
は
教
材
か
ら
外
さ
れ
た
が
、
一
九
九
六
年
に
は
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
再

び
高
校
の
国
語
教
科
書
の
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。『
心
の
花
輪
』

は
一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
る
が
、内
戦
中
な
ど
の
理
由
で
『
萎
れ
た
花
』

ほ
ど
広
く
読
ま
れ
て
い
な
い
。
作
品
完
成
か
ら
二
十
年
を
経
て
発
表
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
『
萎
れ
た
花
』
の
発
表
後
多
く
の
読
者
か
ら
登
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場
人
物
が
実
在
の
人
物
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
た

め
、
同
じ
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
故
意
に
発
表
を
遅
ら
せ
た
と
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
従
順
な
主
人
公
女
性
を
若
く
し
て
死
な
せ
た
と
い
う
批
判
に

応
え
た
展
開
に
す
る
な
ど
読
者
の
声
を
意
識
し
た
作
品
と
い
え
る
。
著
者

は
こ
れ
ら
の
著
作
の
他
に
『
愛
す
る
乙
女
』（
一
九
五
三
年
）、『
リ
ア
ヴ
ォ

ン
と
ロ
ヴ
ィ
ン
』（
一
九
五
五
年
）
な
ど
の
長
編
小
説
や
短
編
、
詩
な
ど
も

発
表
し
て
い
る
。
海
外
で
も
評
価
が
高
ま
り
二
〇
〇
二
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
立
大
学
テ
リ
ー
・
ヤ
マ
ダ
教
授
に
よ
っ
て
ヌ
ー
・
ハ
ー
イ
文
学
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
ヌ
ー
・
ハ
ー
イ
文
学
協
会
が
発
足
し
た
。

　
現
在
も
文
学
賞
、
会
議
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
文
学
誌
出
版
な
ど
の
活

動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
世
界
遺
産
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
陰
に
隠
れ
て
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
は

い
な
い
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
は
歴
史
的
に
も
優
れ
た
文
学
作
品
が
残
さ

れ
、
現
代
に
入
っ
て
も
ポ
ル
・
ポ
ト
時
代
を
除
け
ば
多
く
の
作
品
が
発

表
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
訳
者
の
岡
田
知
子
氏
は
、
現
在
日
本
で
も
数
少

な
い
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
学
・
文
化
研
究
者
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

方
面
で
か
ず
か
ず
の
成
果
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
。
本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た

作
品
が
い
か
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
か
に
ふ
れ
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
氏
の
研
究
の
奥
行
き
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
学
識
の

深
さ
と
向
け
ら
れ
た
眼
差
し
は
作
品
翻
訳
と
解
説
部
分
に
存
分
に
活
か

さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
書
籍
は
市
販
さ
れ
て
い
な
い
た
め
一
般
書
店
で

は
購
入
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
公
立
図
書
館
で
は

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
電
子
書
籍
で
無
償
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で

ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。

　
第
一
篇
目
の
「
萎
れ
た
花
」
は
、
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
著
者
の
故

郷
へ
の
思
い
を
込
め
た
作
品
で
あ
る
。

　
汽
車
が
煙
を
は
き
な
が
ら
山
の
麓
や
森
を
突
っ
切
り
、
水
田
が
広
が
る

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
原
風
景
の
中
を
疾
走
し
て
い
く
。
ま
る
で
新
し
い
時
代
に

向
か
う
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
向
か
う
先
は
バ
ッ

タ
ン
バ
ン
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
。
バ
ッ
タ
ン
バ
ン
地
方
は
カ
ン
ボ
ジ

ア
随
一
の
米
ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
、
町
は
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
の

面
影
が
残
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
第
二
の
都
市
で
あ
る
。
訳
者
の
解
説
に
よ
れ

ば
、
バ
ッ
タ
ン
バ
ン
を
歌
っ
た
歌
謡
曲
は
百
曲
近
く
を
数
え
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
の
人
々
に
と
っ
て
は
特
に
思
い
入
れ
の
あ
る
地
方
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

こ
で
主
人
公
二
人
の
恋
は
生
ま
れ
た
。
ブ
ン
ト
ゥ
ア
ン
は
、
著
者
も
通
っ

た
当
時
の
エ
リ
ー
ト
校
リ
セ
・
シ
ソ
ワ
ッ
ト
の
学
生
で
あ
る
。
こ
の
学
校

は
、
フ
ラ
ン
ス
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
作
っ
た
西
洋
式
高
等
教
育
機
関
で
さ
ま

ざ
ま
な
人
材
を
輩
出
し
た
実
在
の
学
校
で
あ
る
。
ブ
ン
ト
ゥ
ア
ン
も
近
代

的
知
識
を
身
に
付
け
た
将
来
性
の
あ
る
若
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
方

ヴ
ィ
テ
ィ
ア
ヴ
ィ
ー
は
、
古
い
習
慣
に
批
判
的
な
考
え
を
も
ち
な
が
ら
そ

こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
古
典
的
な
カ
ン
ボ
ジ
ア
女
性
で
あ
る
。
お
互
い

を
「
ポ
ー
ル
」、「
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
ー
」
と
呼
び
合
う
二
人
は
ま
さ
に
悲
劇
的

な
運
命
を
予
感
さ
せ
る
。
こ
の
時
代
、
現
代
的
な
自
由
恋
愛
は
認
め
ら
れ

ず
、
結
婚
は
親
同
士
の
申
し
合
わ
せ
に
従
う
こ
と
が
常
識
で
あ
っ
た
。
若

い
二
人
の
恋
は
古
い
因
習
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
、
美
し
い
花
は
萎
れ

て
落
ち
る
。
彼
女
は
抗
う
で
は
な
く
、
悲
運
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
古
い
因
習
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
肉
体
は
消
滅
す
る

が
、
彼
女
の
愛
は
永
遠
の
命
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
新
し
い
価
値
意
識
を

人
々
の
心
の
中
に
植
え
付
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
古

い
価
値
観
の
象
徴
が
母
親
の
ヌ
オ
ン
で
あ
る
。
望
ま
な
い
結
婚
の
苦
し
み



Book Reviews

273

の
あ
ま
り
ヴ
ィ
テ
ィ
ア
ヴ
ィ
ー
の
病
状
が
悪
化
し
た
に
も
か
か
ら
ず
、
彼

女
が
頼
っ
た
の
は
お
よ
そ
非
科
学
的
な
行
者
た
ち
の
呪
術
で
あ
っ
た
。
仏

教
戒
律
こ
そ
忠
実
に
守
る
が
、
現
世
利
益
志
向
の
強
い
彼
女
に
と
っ
て

は
、
愛
よ
り
も
富
、
近
代
医
学
よ
り
も
民
間
の
伝
統
的
呪
術
に
こ
そ
価
値

が
あ
っ
た
。
仏
教
と
民
間
信
仰
の
混
然
と
し
た
同
居
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
社
会

の
一
面
で
も
あ
り
、
彼
女
が
信
じ
た
呪
術
は
現
在
で
も
根
強
い
人
気
が
あ

る
。
作
品
の
中
に
は
、
ヌ
オ
ン
が
娘
の
結
婚
を
お
寺
の
住
職
に
貝
葉
本
を

使
っ
て
占
っ
て
も
ら
う
場
面
や
、
ヴ
ィ
テ
ィ
ア
ヴ
ィ
ー
の
病
気
回
復
の
た

め
に
呪
文
を
唱
え
る
住
職
、
ご
託
宣
を
く
だ
す
巫
女
の
所
作
な
ど
が
細
か

く
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
若
い
ヴ
ィ
テ
ィ
ア
ヴ
ィ
ー
は
敬
虔
な
仏
教
徒

と
し
て
仏
に
祈
る
な
ど
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
庶
民
の
信
仰
に
対
す
る
多
様
な

姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
当
時
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
仏
教
界
は
改
革
運
動
に

揺
れ
て
い
た
。
僧
侶
は
仏
教
経
典
や
戒
律
に
立
ち
返
る
よ
う
に
叫
ば
れ
、

仏
教
の
本
質
と
は
か
け
離
れ
た
呪
術
的
な
儀
式
や
治
療
行
為
を
排
除
す

る
動
き
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
思
想
は
末
端
ま
で
浸
透
し
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
に
は
悲
し
い
恋
に
付
き
ま

と
い
が
ち
な
沈
ん
だ
色
調
は
な
く
、
豊
か
な
色
あ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
著

者
の
目
は
南
国
の
日
差
し
の
中
の
色
と
り
ど
り
の
花
々
や
緑
の
木
々
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
小
鳥
、
虫
な
ど
そ
こ
に
生
き
る
小
さ
な
生
き
物
に
ま
で

向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ブ
ン
ト
ゥ
ア
ン
が
涙
し
な
が
ら
ヴ
ィ
テ
ィ

ア
ヴ
ィ
ー
の
最
後
の
手
紙
を
読
み
終
え
た
と
き
、
家
の
外
で
は
、
風
が
ご

う
ご
う
と
吹
き
、
と
き
ど
き
夜
鳩
の
鳴
き
声
が
響
く
。
亡
き
恋
人
の
愛
を

心
に
刻
み
つ
つ
、
古
い
価
値
と
決
別
し
、
眦
を
決
し
て
新
し
い
時
代
に
一

歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
一
人
の
若
者
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
彼
の
そ

の
思
い
と
眼
差
し
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。
全
編
を
貫
く

彩
り
の
鮮
や
か
さ
と
は
対
照
的
に
静
か
な
悲
し
み
が
心
に
広
が
る
。

　「
心
の
花
輪
」
は
、
男
女
の
愛
の
す
れ
違
い
を
中
心
に
物
語
は
展
開
す

る
が
、
純
粋
な
若
者
の
祖
国
へ
の
思
い
が
も
う
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
な

し
て
い
る
。

　
近
代
国
家
の
領
土
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
の
風
向
き
に
よ
っ
て
い
か
よ

う
に
で
も
変
わ
り
う
る
。
そ
こ
に
は
悲
劇
が
起
き
、
人
類
は
今
で
も
そ
の

苦
し
み
に
耐
え
続
け
て
い
る
。
七
十
数
年
前
ア
ジ
ア
の
片
隅
で
起
き
た
出

来
事
も
そ
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
テ
ィ
キ
ア
ブ
ッ
ト
は
近
代
的
教
養
人
で

あ
り
、
故
郷
を
愛
し
至
誠
と
情
熱
を
も
っ
て
生
き
る
前
途
有
望
な
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
青
年
で
あ
る
。
彼
の
運
命
の
人
と
な
る
チ
ャ
ン
タ
マ
ニ
ー
は
高
等

教
育
を
受
け
た
隣
国
シ
ャ
ム
の
女
性
で
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
平
和

主
義
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
彼
が
作
っ
た
二
篇
の
詩
が
チ
ャ
ン
タ
マ
ニ
ー

の
心
を
と
ら
え
る
。
本
書
の
中
で
詩
は
巧
み
な
散
文
に
訳
さ
れ
て
い
る

が
、
原
文
は
韻
律
詩
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
は
心
に
響
く
よ
う
な
美
し
い

声
で
詠
い
あ
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
境
を
越
え
た
二
人
の
愛

は
歴
史
の
波
に
翻
弄
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
テ
ィ
キ
ア
ブ
ッ
ト
は
断

腸
の
思
い
で
学
問
を
諦
め
役
人
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
、
各
州

に
は
フ
ラ
ン
ス
人
弁
務
官
が
「
ご
主
君
様
」
と
し
て
君
臨
し
、
そ
こ
に
卑

屈
な
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
州
知
事
が
家
臣
と
し
て
仕
え
て
い
る
と
い
う
構
図

が
見
え
て
く
る
。
小
役
人
は
必
要
な
服
も
買
え
な
い
ほ
ど
安
い
給
料
で
み

じ
め
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
賄
賂
ま
み
れ
で
あ
っ
た
こ
と

は
純
粋
な
彼
を
失
望
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
登
場
し
な
い
植
民

地
住
民
の
苦
し
み
は
想
像
に
余
り
あ
る
。
物
語
に
た
び
た
び
登
場
す
る
ア

ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
と
っ
て
過
去
の
栄
光
と
民
族
の

誇
り
を
象
徴
す
る
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
で
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ン

コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
を
含
む
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
や
著
者
の
故
郷
バ
ッ
タ
ン
バ
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ン
は
、
十
八
世
紀
末
以
来
シ
ャ
ム
に
帰
属
し
て
い
た
。
一
九
〇
七
年
の
フ

ラ
ン
ス
・
シ
ャ
ム
条
約
で
こ
れ
ら
の
土
地
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
返
還
さ
れ
る

が
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
に
降
伏
す
る
と
、
ま
た
し

て
も
タ
イ
に
割
譲
さ
れ
て
し
ま
う
。
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
失
地
は
民
族

意
識
に
目
覚
め
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
に
と
っ
て
全
人
格
を
失
う
に
等
し
く
、

お
そ
ら
く
私
た
ち
日
本
人
の
想
像
を
超
え
た
絶
望
的
な
悲
し
み
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
こ
の
と
き
の
著
者
の
怒
り
と
悲
し
み
、
失
地
回
復
へ
の

執
念
は
テ
ィ
キ
ア
ブ
ッ
ト
の
気
持
ち
に
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ボ

ジ
ア
の
苦
悩
は
続
く
。
敗
戦
直
前
の
日
本
が
後
ろ
盾
と
な
っ
て
「
独
立
」

を
宣
言
し
、
ま
が
り
な
り
に
も
タ
イ
と
の
関
係
は
対
等
に
な
る
が
、
著
者

は
こ
の
欺
瞞
的
な
独
立
に
も
鋭
い
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。
皮
肉
に
も

こ
の
ま
が
い
物
の
「
独
立
」
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
真
の
独
立
意
識
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
九
四
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
・
タ
イ
協
定
で

タ
イ
に
併
合
さ
れ
て
い
た
領
土
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
返
還
さ
れ
、
つ
い
に
失

地
回
復
は
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
こ
の
国
で
始
ま
る
悲
し
み
の
序
曲

に
す
ぎ
な
い
。
著
者
は
冒
頭
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
を
と
お
し
て

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
若
者
に
愛
国
心
の
大
切
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
著

者
は
と
い
え
ば
ロ
ン
・
ノ
ル
政
権
の
外
務
官
僚
で
も
あ
っ
た
。
親
米
の
同

政
権
は
当
時
強
硬
な
反
共
政
策
を
掲
げ
、
北
ベ
ト
ナ
ム
と
南
ベ
ト
ナ
ム
解

放
民
族
戦
線
を
敵
と
見
な
す
一
方
で
、
タ
イ
と
の
間
で
は
過
去
の
憎
し
み

を
乗
り
越
え
て
友
好
関
係
を
強
固
に
す
る
政
治
的
要
請
に
迫
ら
れ
て
い

た
。
本
作
品
の
中
で
著
者
は
テ
ィ
キ
ア
ブ
ッ
ト
に
、「
同
じ
宗
教
を
信
じ
、

同
じ
伝
統
習
慣
、
同
じ
文
明
を
も
つ
兄
」、「
優
美
さ
、
麗
し
さ
に
お
い
て

理
想
の
国
」、「
タ
イ
の
言
葉
は
美
し
い
、
タ
イ
の
微
笑
み
は
素
晴
ら
し

い
、
タ
イ
の
甘
味
は
お
い
し
い
、
そ
の
所
作
は
柔
ら
か
い
、
な
ん
で
あ
れ

タ
イ
か
ら
き
た
も
の
は
愛
す
べ
き
」
と
語
ら
せ
、
タ
イ
へ
の
親
愛
の
情
を

最
大
限
に
表
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
著
者
の
本
心
で
あ
っ
た
に
ち

が
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
作
品
が
二
十
年
も
の
時
を
お
き
、
あ
え
て
こ

の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
政
治
的
な
匂
い
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ン
・
ノ
ル
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
泥
沼
の
内

戦
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
後
の
悲
劇
は
歴
史
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平

和
を
取
り
戻
し
た
今
日
で
も
タ
イ
と
の
間
で
起
き
た
ア
ン
コ
ー
ル
時
代

の
遺
跡
プ
レ
ア
ヴ
ィ
ヒ
ア
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
は
記
憶
に
新

し
い
。
国
と
国
と
の
関
係
は
常
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て

い
る
。
な
ぜ
人
間
は
争
う
の
か
。
そ
の
問
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
そ
れ
で
も
私
た
ち
は
頼
り
な
い
糸
を
紡
ぐ
よ
う
に
平
和
へ
の
努
力
を

怠
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
作
品
は
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
る
小
国
の
苦
悩

と
平
和
へ
の
強
い
願
い
、
そ
し
て
そ
の
糸
を
紡
ぐ
こ
と
の
大
切
さ
を
、
心

の
花
輪
に
託
し
て
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　                                                                                  （

調
　

邦
行
）
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編
集
後
記

　

二
〇
一
五
年
四
月
、
和
田
忠
彦
所
長
の
も
と
、
本
研
究
所
の
幹
事
に
私
を
含
め
た
新

し
い
メ
ン
バ
ー
が
加
わ
り
、
本
号
の
特
集
と
し
て
「
ア
ジ
ア
」
を
軸
に
据
え
た
テ
ー
マ

を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
通
常
は
大
き
な
会
議
以
外
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
、

橋
本
雄
一
先
生
、
水
野
善
文
先
生
と
私
は
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
雄
弁
に
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
し
た
。「
い
ま
、
ア
ジ
ア
」「
か
か
わ
り
あ
う
ア
ジ
ア
」「
か
か
わ
り
あ
え
る
か

ア
ジ
ア
」「
ア
ジ
ア
と
は
ど
こ
か
」「
ア
ジ
ア
と
は
い
つ
か
」「
ア
ジ
ア
と
は
誰
か
」
と

い
っ
た
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
な
キ
ー
ワ
ー
ド
や
疑
問
が
出
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
テ

ー
マ
が
「
と
な
り
合
う
〈
遠
き
〉
ア
ジ
ア
」
で
あ
る
。「
と
な
り
合
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

朝
鮮
半
島
、
中
国
大
陸
、
日
本
列
島
、
東
南
ア
ジ
ア
ゾ
ー
ン
、
台
湾
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
島

諸
島
、
イ
ン
ド
へ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
や
南
北
ア
メ
リ
カ
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
海
や

河
川
・
山
岳
で
つ
な
が
る
任
意
の
地
理
空
間
と
場
所
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た

「
遠
き
」
は
、
そ
れ
ら
が
広
範
囲
に
わ
た
る
た
め
、
ひ
と
つ
の
地
点
＝
視
点
を
決
め
た

時
に
そ
こ
と
そ
の
任
意
の
地
理
空
間
な
り
場
所
な
り
と
の
地
理
関
係
が
遠
く
な
る
、
と

い
う
こ
と
、
か
つ
、
ア
ジ
ア
と
い
う
言
葉
と
概
念
自
体
が
、
実
は
不
透
明
と
混
ざ
り
合

わ
な
い
「
遠
さ
」
と
し
て
遠
く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
日
本
か
ら
の
見
方
、
あ
る
い
は
日
本
と
東
ア
ジ
ア
と
の
関

係
だ
け
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
所
員
の
先
生
方
の
専
門
の
フ
ィ
ー
ル
ド
や
研
究
の
視

点
か
ら
垣
間
見
え
る
、
あ
る
い
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
「
ア
ジ
ア
」
に
つ
い
て
、
多

彩
な
内
容
の
論
考
が
多
数
寄
せ
ら
れ
、
大
変
充
実
し
た
号
と
な
っ
た
。
本
学
の
総
合
文

化
研
究
所
だ
か
ら
こ
そ
編
め
る
ア
ジ
ア
特
集
号
と
な
っ
た
。
労
作
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た

皆
様
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

ま
た
本
号
の
完
成
に
は
、
細
か
く
丁
寧
な
編
集
作
業
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
石
井
沙
和

さ
ん
、
竹
森
帆
理
さ
ん
、
粒
良
麻
央
さ
ん
、
笹
山
啓
さ
ん
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

特
に
石
井
さ
ん
は
、
イ
ン
ド
系
の
文
字
、
ま
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
の
文
字
体
系
に
つ
い
て

は
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
研
究
者
魂
を
発
揮
し
て
、
本
誌
で

初
め
て
イ
ン
ド
系
の
文
字
を
載
せ
、
ま
た
お
そ
ら
く
学
術
誌
で
は
世
界
で
初
め
て
カ
ン

ボ
ジ
ア
語
の
長
い
文
字
列
を
縦
書
き
で
掲
載
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
田
知
子
）
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