
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
的
s
彗
〓
諾
つ
一
a
〓
s
c
h
｣
概
念
の
h
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
受
容

-

｢
関
心
を
惹
く
文
学
d
i
e

i
n
t
e
r
e
s
s
賀
t
e
P
O
e
S
i
e
｣
は
い
か
に
し
て

｢
ロ
マ
ン
的
文
学
d
i
e

rOm胃tische

P
O
e
S
i
e
｣
に
な
っ
た
か
-
-
-
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中

均

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ラ
ー
(
一
七
五
九
-
一
人
〇
五
)
の
･
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
(
一
u
翳
e
r
邑
く
e
u
n
d
s
e
n
t
i
ヨ
e
n
邑
i
s
c
h
e
D
i
c
b
t
u
n
g
;
)

と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

(
一
七
七
二
-
一
人
二
九
)

の
｢
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
研
究
に
つ
い
て
｣
(
}
一
穿
e
r
註
忘
∽
t
u
d
i
u
m
d
e
r
官
e
c
h
i
s
c
b
e
n

P
O
e
S
i
e
;
以
下
｢
研
究
論
｣
と
略
す
)
は
､
十
八
世
紀
末
の
美
学
理
論
打
砕
組
み
に
お
い
て
新
旧
論
争
を
取
り
上
げ
直
し
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
文

学
と
近
代
文
学
を
対
比
し
た
歴
史
哲
学
的
考
察
で
あ
る
(
1
〉
｡
シ
ラ
ー
の
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
は
一
七
九
五
年
か
ら
九
六
年
に
か

け
て
公
に
さ
れ
､
.
ま
た
シ
ュ
レ
.
-
ゲ
ル
の
｢
研
究
論
｣
は
一
七
九
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
こ
と
か
ら
､
シ
ラ
ー
か
ら
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
ぺ
の
影
響
関
係
が

推
測
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
両
者
の
直
接
の
影
響
関
係
は
､
現
在
の
研
究
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
｢
研
究
論
｣
の

草
稿
は
既
に
⊥
七
九
五
年
に
は
書
き
上
げ
ら
れ
印
刷
に
ま
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
2
)
｡

し
か
し
ご
の
こ
と
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
シ
ラ
ー
の
影
響
は
全
く
な
か
っ
た
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
｢
研
究
論
｣
よ

り
も
後
の
時
期
に
お
け
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
論
に
は
､
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
箇
所
が
多
々
見
ら
れ
る
｡



そ
れ
故
､
｢
研
究
論
｣
以
降
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
と
･
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
と
の
関
係
は
多
か
れ
少
な
か
れ
多
く
の
研
究
に
お
い
て
指
摘

き
れ
て
い
る
｡
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
､
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
の
論
文
｢
シ
ラ
ー
と
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
主
義
の
成
立
｣
で
あ
ろ
う
〈
3
〉
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢
研

究
論
｣
の
段
階
で
近
代
文
学
を
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
(
d
i
e
･
5
.
t
e
r
e
S
S
呂
t
e
P
O
e
S
i
e
)
と
し
て
否
定
的
に
規
定
し
て
い
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
｢
ロ
マ
ン
的

文
学
｣
の
理
論
へ
と
移
行
し
た
背
景
に
は
､
近
代
文
学
を
｢
情
感
文
学
｣

(
d
i
e
s
e
n
t
i
m
e
n
邑
i
s
c
b
O
D
i
c
h
(
∈
g
)
と
し
て
積
極
的
に
規
定
す
る
シ
ラ
ー

の
理
論
を
受
容
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
､
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
と
の
間
に
､

無
限
性
の
追
求
と
い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
を
み
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
論
考
は
今
か
ら
半
世
紀
以
上
前
に
著
さ
れ
た
も
の
だ
が
､
こ
の
見
解
自
体

は
現
在
で
も
首
肯
で
き
る
｡
た
だ
し
ラ
ブ
ジ
ョ
イ
は
､
｢
情
感
文
学
｣
で
求
め
ら
れ
る
無
限
性
が
道
徳
的
な
理
想
化
で
あ
る
一
方
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣

で
求
め
ら
れ
る
そ
れ
は
自
然
と
生
と
の
無
限
な
多
様
性
の
描
写
の
こ
と
を
指
す
と
論
じ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
彼
の
解
釈
は
､
現
在
の
研
究
水
準
に

取
ら
せ
ば
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
を
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
曲
解
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
ド
イ
ツ
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
理
論
に
関
す
る
戦
後
の
代
表
的
な
諸
研
究
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
膨
大
な
未
公
刊
断
片
を
分

析
し
て
彼
自
身
の
理
論
の
内
在
的
な
理
解
を
は
る
か
に
押
し
進
め
た
が
､
逆
に
シ
ラ
ー
の
理
論
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
い
か
に
摂
取
し
た
か
と
い
う
問

題
に
は
あ
ま
り
焦
点
を
当
て
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
著
作
お
よ
び
未
公
刊
断
片
に
お
け
る

｢
情
感
的
｣
(
s
e
n
t
i
m
e
n
呈
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
関
し
て
指
摘
で
き
る
〈
〝
〉
｡
｢
情
感
的
｣
と
い
う
言
葉
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
未
公
刊
断
片
に
お
い

て
頻
出
し
､
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
一
人
〇
〇
年
の
｢
文
学
に
つ
い
て
の
会
話
｣
(
も
e
s
p
昏
b
夢
e
r
d
i
e
P
O
e
S
i
e
;
)
に
お
い
て
枢
要
な
位
置
を
与

え
ら
れ
て
い
る
｡
｢
文
学
に
つ
.
い
て
･
の
会
話
｣
の
一
部
を
成
す
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
(
一
u
B
計
r
穿
巾
r
d
e
n
R
O
ヨ
邑
〕

に
お
い
て
､
書
簡
の
書
き

手
で
あ
る
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
(
A
n
t
O
n
i
O
)

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
.
｡

｢
私
の
日
か
ら
見
る
と
､
そ
し
て
私
の
用
語
法
か
ら
す
る
と
､
私
た
ち
に
対
し
て
情
感
的
な
素
材
を
空
想
的
な
形
式
で
表
現
す
る
も
の
(
w
a
s
亡
n
S

e
i
n
e
n
s
e
n
t
i
ヨ
e
n
邑
e
n
S
t
O
彗
n
e
i
n
e
r
許
n
雷
t
i
s
c
h
e
n
F
O
∃
計
邑
e
ニ
t
)

こ
そ
が
ま
さ
に
ロ
マ
ン
的
(
3
ヨ
旨
t
i
s
c
h
)

で
す
｣
(
声
A
【
-
い
い
い
)
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主
要
な
研
究
文
献
に
お
い
て
､
こ
の
箇
所
の
｢
情
感
的
｣
と
い
う
言
葉
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
独
自
の
用
法
と
み
な
さ
れ
て
お
り
､
シ
ラ
ー
に
お
け
る

｢
情
感
文
学
｣
と
の
関
係
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
(
5
)
｡
た
し
か
に
一
見
す
る
と
こ
の
箇
所
で
の
｢
情
感
的
｣
(
s
e
n
t
i
m
e
n
皇
と
い
う
言
葉
の
用
法
に

は
､
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
的
｣
(
s
e
n
t
i
m
e
n
邑
i
s
c
b
)
の
用
法
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
∴
｣
と
は
そ
れ
ほ

ど
簡
単
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
､
一
七
九
七
年
の
出
版
に
際
し
て
書
か
れ
た
｢
研
究
論
｣
の
序
論
(
ざ
3
d
e
)
に
お
い
て
､
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
シ
ラ
ー
の
論
考
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
(
s
e
n
t
i
m
e
n
邑
i
s
c
b
e
D
i
c
b
g
g
)
に
つ
い
て
｣
を
指
し
て
｢
情
感
詩
人
(
d
e
r
s
e
n
t
i
m
e
n
邑
e

D
i
c
b
t
e
-
)
に
つ
い
て
の
シ
ラ
ー
の
論
文
｣
(
ご
r
-
N
阜
と
よ
び
､
s
邑
i
m
旨
邑
と
s
e
n
t
i
m
e
n
邑
i
s
c
h
の
両
者
を
区
別
な
く
使
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
｡
な
ら
ば
､
上
述
の
箇
所
に
お
け
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
独
自
性
も
一
端
白
紙
に
戻
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
本
論
考
で
は
､
こ
の
様

な
問
題
意
識
に
従
.
っ
て
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
思
想
の
変
化
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡
ま
ず
第
一
節
で
は
準
備
的
考
察
と
し
て
､
シ
ラ
ー
の

｢
情
感
文
学
｣
論
と
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
｢
研
究
論
｣
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
(
と
り
わ
け
そ
の
頂
点
と
し
て
の
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
)
の
規

定
と
を
概
括
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
い
て
､
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
を
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣

の
理
論
の
枠
組
み
を
用
い
て
再
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
二
節
で
は
こ
の
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
議
論
を
よ
り
詳
細
に
分
析

し
､
第
三
節
で
は
､
一
七
九
八
年
に
公
に
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
集
｣
(
ゝ
巨
e
n
瞥
m
s
･
F
⊇
習
e
n
t
ヱ
の
断
片
第
二
三
人
番
を
検

討
す
る
｡
そ
こ
で
は
｢
研
究
論
｣
序
論
で
｢
情
感
的
｣
概
念
を
受
容
す
る
際
に
提
示
さ
れ
た
論
点
が
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
(
ゴ
監
N
喜
d
e
n
邑
p
O
e
S
i
e
)

の
理
論
と
し
て
新
た
な
展
開
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
四
節
で
は
､
そ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
｢
小
説
に
.
つ
い
て
の
書
簡
｣
.
に

お
け
る
｢
情
感
的
｣
概
念
を
解
釈
す
る
｡
以
上
の
考
察
を
通
し
て
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
如
何
に
シ
ラ
ー
の
理
論
を
受
容
し
､
独
自
の
仕
方
で
変
形
し

て
い
っ
た
の
か
､
更
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
文
学
理
論
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
､
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
｡
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｢
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣

序
で
述
べ
た
よ
う
に
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
研
究
論
｣
を
一
七
九
七
年
に
出
版
す
る
際
に
｢
序
論
｣
を
付
け
加
え
た
が
､
こ
の
｢
序
論
｣
に
お
い

て
初
め
て
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
情
感
的
｣
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
｡
そ
の
際
注
目
す
べ
き
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

が
｢
情
感
文
学
｣
と
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
と
を
密
接
に
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
研
究
論
｣
本

文
の
手
稿
を
印
刷
に
ま
わ
し
た
後
で
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
を
蔵
ん
だ
こ
と
に
言
及
し
､
｢
情
感
詩
人
に
つ
い
て
の
シ
ラ
ー
の
論
文
は
､

関
心
を
惹
く
文
学
の
特
性
に
対
す
る
私
の
洞
察
を
拡
張
し
た
だ
け
で
な
く
､
古
典
文
学
の
領
域
の
境
界
に
つ
い
て
さ
え
も
新
た
な
照
明
を
与
え
て
く

れ
た
｣
(
芥
>
-
り
阜
と
述
べ
て
い
る
｡
つ
ま
り
シ
ラ
ー
の
論
文
を
読
む
こ
と
が
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
特
性
に
つ
い
て
洞
察
を
深
め
た
と
シ
ュ
レ

ー
ダ
ル
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
自
体
の
検
討
は
第
二
節
で
行
う
こ
と
と
し
､
本
節
で
は
予
備
的
考
察
と
し
て
｢
素
朴
文
学
と
情

感
文
学
に
つ
い
て
｣
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
の
規
定
(
一
-
一
)
･
と
｢
研
究
論
｣
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
(
と
り
わ
け
そ
.
の
頂
点
を
成
す

｢
哲
学
的
悲
劇
｣
)
の
規
定
(
一
-
二
)
に
つ
い
て
概
括
す
る
(
6
〉
｡

一
-
一
､
｢
情
感
文
学
｣
に
お
け
る
理
想
と
現
実

本
稿
で
は
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
｣
の
議
論
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
､
そ
の
な
か
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
受
容
と
の

関
連
で
重
要
に
な
る
三
つ
の
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
｡

ま
ず
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
､
｢
情
感
文
学
｣
の
特
徴
が
理
想
と
現
実
と
の
関
係
を
主
題
化
す
る
点
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
シ

ラ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
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｢
情
感
文
学
は
以
下
の
こ
と
に
よ
っ
て
素
朴
文
学
か
ら
区
別
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
素
朴
文
学
は
現
実
の
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
が
､
情
感
文

学
は
現
実
の
状
態
を
理
想
に
関
係
さ
せ
理
想
を
現
実
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
情
感
文
学
は
､
す
で
に
触
れ

た
よ
う
に
二
つ
の
相
互
に
争
い
あ
う
対
象
と
同
時
に
関
係
す
る
｡
す
な
わ
ち
理
想
と
経
験
で
あ
る
｣
(
N
A
六
大
会
含

188

シ
ラ
1
は
､
理
想
と
現
実
と
の
関
係
に
は
三
つ
の
関
係
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
主
と
し
て
心
情
を
占
め
る
の
が
現
実
の
状
態

と
理
想
と
の
矛
盾
か
､
ま
た
は
調
和
で
あ
る
の
か
､
は
た
ま
た
心
情
が
こ
の
両
者
の
間
で
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
｣
の
三
つ
で
あ
り
､
シ
ラ
ー
は
こ

れ
ら
の
関
係
に
対
応
す
る
｢
情
感
文
学
｣
･
の
類
型
と
し
て
風
刺
詩
･
牧
歌
･
悲
歌
を
挙
げ
る
(
7
〉
｡

シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣
に
つ
い
て
の
議
論
で
指
摘
す
べ
き
第
二
の
点
は
､
｢
情
感
文
学
｣
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
理
想
が
｢
絶
対
的
な
も
の
｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
シ
ラ
ー
は
｢
情
感
文
学
｣
に
お
け
る
理
想
の
表
現
を
｢
絶
村
的
な
も
の
の
表
現
｣
(
D
星
e
ニ
u
n
g
賢
e
s
A
b
s
O
-
u
t
e
n
)

と
呼
ぶ
｡
こ
れ
は
､
｢
対
象
か
ら
全
て
の
限
界
を
取
り
去
る
｣
こ
と
､
つ
ま
り
｢
対
象
を
理
想
化
(
-
d
e
a
-
-
s
-
r
e
n
)
す
る
｣
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
村
し
て
｢
素
朴
文
学
｣
に
お
け
る
現
実
の
対
象
の
忠
実
な
表
現
は
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
(
e
i
n
e
a
b
s
O
-
u
t
e
D
琶
S
t
e
ニ
u
コ
g
)
と
呼
ば
れ
る
｡
こ
れ

は
｢
史
学
が
対
象
を
そ
の
全
て
の
限
界
と
と
も
に
表
現
す
る
｣
こ
と
､
つ
ま
り
｢
対
象
を
個
体
化
す
る
｣
(
i
n
d
i
v
i
d
邑
i
s
i
r
e
n
)
こ
と
を
意
味
す
る
｡

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
シ
ラ
ー
は
､
｢
情
感
文
学
｣
は
｢
素
材
(
d
i
e
M
a
t
e
ユ
e
)
の
点
で
無
限
な
も
の
(
e
i
n
U
n
e
n
d
-
i
c
h
e
s
)
｣
で
あ
り
､
.
｢
素
朴
文
学
｣

は
｢
形
式
(
d
i
e
F
O
m
)
.
の
点
で
無
限
な
も
の
｣
で
あ
る
と
定
式
化
す
る
(
N
A
X
X
会
買
)
｡

｢
情
感
文
学
｣
に
つ
い
て
指
摘
す
べ
き
第
三
の
点
は
､
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
近
代
に
お
け
る
｢
素
朴
詩
人
｣
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
｢
情
感
文
学
｣
の
諸
特
徴
は
､
古
代
と
近
代
の
関
係
を
め
ぐ
る
シ
ラ
ー
の
思
想
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
｡
シ
ラ
ー
は
｢
素

朴
詩
人
｣
を
主
と
し
て
古
代
詩
人
と
み
な
し
｢
情
感
詩
人
｣
を
主
と
し
て
近
代
詩
人
と
み
な
す
｡
と
い
う
の
も
､
シ
ラ
ー
は
古
代
に
お
け
る
美
し
い

人
間
本
性
が
近
代
に
お
い
て
堕
落
し
た
と
考
え
て
お
り
､
古
代
.
の
詩
人
は
現
実
の
人
間
本
性
を
忠
実
に
措
く
こ
と
で
十
分
だ
っ
た
が
近
代
の
詩
人
は

現
実
を
理
想
化
せ
ざ
る
を
待
な
い
､
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
｢
素
朴
｣
｢
情
感
的
｣
･
の
村
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
｢
古
代
｣
｢
近
代
｣
の
村



と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
｡
こ
の
概
念
対
は
歴
史
哲
学
的
に
も
使
わ
れ
れ
ば
超
歴
史
的
に
も
使
わ
れ
､
古
代
の
ホ
メ
ロ
ス
の
み
な
ら
ず
近
代
の
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
｢
素
朴
詩
人
｣
の
代
表
と
さ
れ
る
｡
シ
ラ
ー
は
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
お
い
て
｢
詩

人
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
捉
え
ら
れ
な
い
し
､
私
(
8
～
に
対
し
て
説
明
を
し
よ
う
と
し
な
い
｣
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
｢
冷
た
さ
と
無
感
覚

(
U
m
e
ヨ
p
ぎ
d
-
i
c
芹
e
i
t
)
｣
ゆ
え
に
､
｢
パ
ト
ス
が
最
も
高
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
冗
談
を
言
い
､
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
･
『
リ
ア
王
㌢
冒
ク
ベ
ス
』
等
の
心
臓

の
張
れ
裂
け
る
よ
う
な
痛
ま
し
い
場
面
を
道
化
に
よ
っ
て
撹
乱
す
る
｣
(
N
A
火
】
∵
た
芯
)
｡
詩
人
自
身
の
人
格
が
作
品
の
中
に
現
れ
て
自
己
の
感
情
を

積
極
的
に
語
る
こ
と
､
こ
れ
を
シ
ラ
ー
は
｢
情
感
詩
人
｣
の
特
徴
と
み
な
し
て
お
り
､
こ
う
し
た
特
徴
を
欠
い
て
い
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
こ
と
を

シ
ラ
ー
は
､
｢
媒
介
を
経
か
い
直
接
の
自
然
｣
盲
e
N
a
冒
a
u
s
d
e
r
e
r
s
t
e
n
H
冒
d
〓
e
b
d
.
)
を
表
現
す
る
｢
素
朴
詩
人
｣
と
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る｡

一
｣
二
､
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
頂
点
と
し
て
の
｢
哲
学
的
悲
劇
｣

-

人
間
性
と
運
命
の
抗
争
-
-

∴
研
究
論
｣
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
を
理
解
す
る
に
は
､
こ
の
論
考
の
歴
史
哲
学
的
枠
組
み
を
踏
j
ぇ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
シ
ュ
レ
ー
･
ゲ
ル
は
｢
研
究
論
｣
で
歴
史
の
原
理
を
自
然
と
自
由
と
の
交
互
作
用
に
も
と
め
､
こ
の
交
互
作
用
を
｢
形
成
｣
(
B
i
-
d
u
n
g
)

と
呼
ん
だ
｡
古
代
に
お
け
る
形
成
は
自
然
的
な
衝
動
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
｢
自
然
的
形
成
｣
(
d
i
e
n
a
替
-
i
c
h
e
B
i
-
d
巨
g
)
で
あ
り
､
近
代
に
お
け
る
形

成
は
悟
性
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
｢
作
為
的
形
成
｣
(
d
i
e
k
旨
s
t
-
i
c
b
e
B
i
-
d
巨
g
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
の
文
学
は

｢
自
然
的
形
成
｣
の
文
学
で
あ
り
､
そ
れ
に
続
く
近
代
文
学
は
｢
作
為
的
形
成
｣
の
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
古
代
文
学
は
自
然
的
な
衝
動
に
導

か
れ
美
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
､
近
代
文
学
に
お
い
て
は
悟
性
が
偏
重
さ
れ
る
あ
ま
り
個
別
的
な
描
写
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
が
追
求
さ

れ
た
､
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
批
判
す
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
認
識
の
関
心
に
導
か
れ
て
｢
独
創
的
で
関
心
を
惹
く
個
性
｣
(
○
身
i
邑
-
e
巨
d
i
n
t
e
r
e
～
～
邑
e

lndividua-i呈(芥>-N念〇に執着する惰性的な近代文学を｢関心を惹く文学｣あるいは｢特性描写的文学｣(diecb邑eをische

189



P
｡
e
S
i
e
)
と
呼
び
､
こ
れ
に
対
し
て
関
心
か
ら
自
由
に
美
を
実
現
し
た
古
代
文
学
を
｢
美
し
い
文
学
｣
(
d
i
e
s
c
h
ぎ
e
P
O
e
S
i
e
)
あ
る
い
は
｢
客
観
的
文

学
｣
(
d
i
苫
g
e
k
t
i
く
e
P
O
e
S
i
e
)
と
呼
ぶ
｡

た
だ
し
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
を
ひ
と
ま
と
め
に
否
定
し
去
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
彼
は
そ
の
う
ち
に
三
つ
の
段
階
が
あ
る

と
考
え
､
認
識
に
執
着
す
み
悟
性
的
な
近
代
文
学
に
も
二
疋
の
価
値
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
(
芥
A
【
N
華
や
)
｡
そ
こ
で
ま
ず
､
｢
関
心
を
惹
く

文
学
｣
の
最
も
低
い
段
階
と
し
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
挙
げ
る
切
が
､
①
｢
個
別
的
な
も
の
の
そ
の
ま
ま
の
模
倣
｣
(
d
i
e
n
a
c
k
t
e
N
a
c
b
P
㌢
弓
g
d
e
s

E
恩
e
-
n
e
n
)
で
あ
.
る
｡
こ
れ
･
は
｢
模
造
濠
の
技
術
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
(
e
5
.
e
b
-
○
謬
芥
阜
s
t
e
n
g
e
s
c
b
i
c
E
i
c
芹
e
i
t
)
､
自
由
な
芸
術
で
は
な
い
｣
｡
こ
れ
よ

り
高
次
の
段
階
に
あ
る
の
が
｢
教
訓
的
ジ
ャ
ン
ル
｣
(
d
i
e
d
i
ト
詮
s
c
h
e
G
a
ぎ
n
g
)
で
あ
り
､
こ
れ
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
哲
学
的
文
学
｣
(
d
i
e

pbi-OS阜iscbePOeSie)とも呼ぶ｡｢教訓的ジャン.ル｣は②｢哲学的特性描写｣曾pbi-｡S(阜iscF昌h邑-e註k)と③｢哲学的悲劇
｣
(
d
i
e
p
h
i
-
O
S
O
p
b
i
s
c
b
e
ゴ
a
g
監
i
e
)

に
分
け
ら
れ
る
｡

｢
教
訓
的
ジ
ャ
ン
ル
｣
の
第
一
の
種
類
で
あ
る
｢
哲
学
的
特
性
描
写
｣
は
､
個
別
的
な
も
の
を
表
現
の
対
象
と
す
る
点
で
｢
個
別
的
な
も
の
の
そ
.

の
ま
ま
の
模
倣
｣
と
一
敦
す
る
｡
し
か
し
｢
個
別
的
な
も
の
の
そ
の
ま
ま
の
模
倣
｣
は
単
な
る
｢
模
造
｣
で
あ
っ
て
表
現
に
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
の

契
機
が
欠
け
て
い
る
の
に
対
し
て
､
｢
哲
学
的
特
性
描
写
｣
は
｢
理
想
的
な
配
置
｣
に
よ
っ
て
個
別
的
な
も
の
の
表
現
の
う
ち
に
｢
意
味
､
精
神
､
内

的
連
関
｣
と
い
っ
た
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
｡
こ
こ
で
言
う
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
と
は
表
現
対
象
に
つ
い
て
の
深
化
し
た
認
識

で
あ
り
､
ゆ
え
に
｢
教
訓
的
｣
と
呼
ば
れ
る
(
こ
れ
と
対
照
的
に
､
｢
美
し
い
文
学
｣
な
い
し
は
.
｢
客
観
的
文
学
｣
に
お
け
る
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
は

｢
美
的
｣
と
呼
ば
れ
る
)
(
9
)
｡

こ
の
よ
う
に
､
個
別
的
な
も
の
の
表
現
の
う
ち
に
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
を
表
現
す
る
｢
哲
学
的
特
性
描
写
｣
は
悟
性
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
｡
し
か
し
そ
れ
も
あ
く
ま
で
｢
悟
性
に
と
っ
て
の
個
別
的
な
珍
し
さ
･
限
定
さ
れ
た
認
識
･
全
体
の
一
部
分
｣
し
か
も
た
ら
し
得
な
い
の
で
あ
っ

て
､
｢
無
限
定
な
も
の
｣
な
い
し
｢
全
体
性
｣
を
目
指
す
理
性
々
掛
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
全
体
性
を
目
指
す
理
性
の
関
心
を
も
惹
く
こ
と
が

で
き
る
の
町
｢
教
訓
詩
ジ
ャ
ン
ル
｣
の
夢
一
の
種
類
で
あ
る
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
を
シ
ュ
レ
｣
ゲ
ル
は
｢
本
来
.
の
哲
学
的
文
学
｣
(
d
i
e

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ
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e
i
g
e
邑
i
c
h
e
富
､
ど
竜
ぎ
c
訂
き
邑
且
と
呼
ん
で
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
頂
点
に
位
置
付
け
て
い
る
｡
彼
に
よ
れ
ば
｢
哲
学
的
悲
劇
は
教
訓
的
文
学

の
最
高
の
芸
術
作
品
で
あ
り
､
純
粋
に
特
性
描
写
的
な
要
素
か
ら
な
り
､
そ
の
最
終
的
帰
結
は
最
高
度
の
不
調
和
で
あ
る
｣
(
六
A
-
N
阜
〈
1
｡
}
｡
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
劇
詩
は
､
｢
人
間
性
と
運
命
と
の
混
合
か
ら
な
る
現
象
｣
を
対
象
と
す
る
が
､
人
間
性
と
運
命
を
｢
完
全
な
抗
争
に
お
い
て
｣
(
芥
A

-
N
倉
)
表
現
す
る
の
が
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
で
あ
る
｡
そ
の
際
運
命
は
人
間
性
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
､
抗
争
の
意
識
は

人
間
に
｢
絶
望
の
感
情
｣
を
惹
き
起
こ
す
｡

｢
哲
学
的
悲
劇
｣
に
関
し
て
シ
ラ
ー
と
の
議
論
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
の
最
も
優
れ
た
例
と
し
て
六

ム
レ
ッ
ト
｣
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
以
下
に
引
用
す
る
の
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
r
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
特
性
を
記
述
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
｡

｢
r
ハ
ム
レ
ッ
ト
｣
で
は
個
々
の
部
分
全
て
が
単
一
で
共
通
の
中
心
点
か
ら
必
然
的
に
展
開
し
､
そ
の
中
心
点
へ
と
再
び
遡
っ
て
い
く
｡
芸
術
に

よ
る
教
訓
の
こ
の
名
作
に
は
､
異
質
･
余
分
･
偶
然
で
あ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
｡
全
体
の
中
心
は
主
人
公
の
性
格
の
う
ち
に
あ
る
｡
驚
く
べ

き
状
況
の
た
め
に
彼
の
高
貴
な
本
性
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
は
そ
の
全
て
が
悟
性
へ
と
集
中
し
､
行
為
の
力
(
d
i
e
昏
i
g
ュ
ど
豆
は
完
全
に
な
く
な

っ
て
し
ま
う
｡
彼
の
心
情
は
､
拷
問
台
の
上
で
反
対
の
方
向
に
引
ぎ
裂
か
れ
る
か
の
よ
う
に
分
裂
し
､
無
為
な
悟
性
(
m
監
i
g
e
r
ぷ
r
s
ぎ
d
)
の

過
剰
の
う
ち
に
崩
壊
し
没
落
す
る
｡
こ
の
無
為
な
悟
性
の
過
剰
は
､
彼
の
周
り
の
誰
よ
り
も
彼
自
身
を
耐
え
難
く
圧
迫
す
る
｡
哲
学
的
悲
劇
の

本
来
の
対
象
で
あ
る
解
消
し
が
た
い
不
調
和
を
完
全
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
､
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
に
み
ら
れ
る
よ
ケ
な
思
考
の
力
と
行
為

の
力
と
の
際
限
な
い
不
均
衡
(
e
5
.
【
…
ご
葛
記
e
n
-
O
S
e
S
M
i
ぎ
e
r
b
巴
已
s
d
e
r
d
e
昇
e
n
d
e
n
u
n
d
昏
i
g
e
n
苧
a
ヱ
以
上
の
も
の
は
虻
い
｡
こ
の
悲
劇
の

全
体
的
印
象
は
最
高
度
の
絶
望
(
e
i
n
旨
R
ぎ
§
計
石
､
墨
色
巳
邑
で
あ
る
｡
個
別
的
に
取
り
あ
げ
れ
ば
偉
大
で
重
層
で
あ
る
と
見
え
る
さ
ま

ざ
ま
な
印
象
も
､
存
在
と
思
考
の
最
終
的
で
唯
一
の
帰
結
と
し
て
現
れ
る
も
の

-･人間性と運命とを無限に引き離す永遠の巨大を不
和
(
d
i
e
等
i
g
O
穿
訂
喜
訂
b
ぎ
Q
云
&

-

の
前
で
は
す
べ
て
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
｣
(
六
A
I
N
3
〇
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運
命
と
人
間
性
の
抗
争
と
い
う
壮
大
な
対
象
を
表
現
す
る
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
は
､
確
か
に
全
体
性
を
目
指
す
理
性
の
関
心
を
惹
く
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
が
示
す
事
態
は
､
運
命
の
｢
驚
く
べ
き
状
況
｣
を
前
に
し
て
人
間
は
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
に
追
わ
れ
､
積
極
的
に
そ
れ

に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
ひ
た
す
ら
翻
弄
ぎ
れ
て
し
ま
う
､
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
れ
は
｢
最
高
度
の
絶
望
｣
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
い

な
い
｡｢
哲
学
的
悲
劇
｣
を
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
と
比
較
す
る
と
､
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
一
に
｢
情
感
文
学
｣
と

｢
哲
学
的
悲
劇
｣
は
､
無
限
な
.
も
の
､
磯
村
的
な
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
点
で
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣
で

表
現
さ
れ
る
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
と
は
理
想
化
さ
れ
た
人
間
本
性
で
あ
り
､
こ
の
場
合
｢
絶
村
的
な
も
の
｣
に
は
倫
理
的
な
理
想
と
い
う
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
る
.
｡
こ
れ
に
村
し
て
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
｢
無
限
定
な
も
の
｣
と
は
､
｢
存
在
と
思
考
｣
の
総
体
と
し
て
の
運
命
と

人
間
性
で
あ
っ
て
､
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
倫
理
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
認
識
論
的
な
意
味
に
お
け
る
全
体
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

二
番
目
に
､
｢
情
感
文
学
｣
が
理
想
と
現
実
と
の
関
係
を
扱
う
の
に
対
し
て
､
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
で
は
運
命
と
人
間
性
の
関
係
が
表
現
さ
れ
る
｡
こ
の

点
に
は
確
か
に
類
似
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
シ
ラ
ー
の
場
合
理
想
の
表
現
が
倫
理
的
内
容
を
積
極
的
に
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し

て
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
場
合
人
間
性
は
､
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
と
お
り
｢
無
為
な
悟
性
｣
す
な
わ
ち
単
な
る
認
識
主
体
に
切

り
詰
め
ら
れ
て
し
£
っ
て
お
り
､
行
為
主
体
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
て
い
か
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
人
間
性
に
倫
理
的
内
容
を
見
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
.
｡
.
.
第
三
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
村
す
る
評
価
で
シ
ラ
ー
と
｢
研
究
論
｣
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
大
き
く
異
な
る
｡
シ
ー
ア
ー
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を

｢
情
感
詩
人
｣
で
は
な
く
｢
素
朴
詩
人
｣
と
み
な
す
が
､
そ
の
理
由
は
､
｢
情
感
文
学
｣
で
は
詩
人
自
身
の
人
格
が
作
品
の
中
に
現
れ
て
自
己
の
感
情

を
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
必
須
の
要
件
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
詩
人
の
人
格
は
｢
情
感
文
学
｣
に
お
け
る
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
を
い
し
理
想
の
担
い

手
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
.
で
は
詩
人
の
人
格
が
前
面
に
出
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
な
い
｡
詩
人
は
｢
絶
対
的
不
調
和
｣
を

表
現
す
る
主
体
で
あ
っ
て
､
､
詩
人
が
自
己
を
表
現
す
る
と
す
れ
ぼ
そ
れ
は
作
品
内
の
要
素
相
互
の
深
く
隠
さ
れ
た
｢
関
連
の
根
拠
｣
と
し
て
､
あ
る

い
は
諸
要
素
の
｢
阻
に
見
え
な
い
結
び
つ
き
や
諸
関
係
｣
(
芥
>
-
N
主
と
し
て
以
外
に
は
な
い
｡
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
に
お
い
て
詩
人
は
あ
く
ま
で
も
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対
象
を
認
識
し
そ
の
認
識
内
容
を
作
品
と
し
て
表
現
す
る
主
体
で
あ
っ
て
､
対
象
に
倫
理
的
価
値
を
付
与
す
る
主
体
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
｡

二
､
｢
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
研
究
に
つ
い
て
｣
序
論
〓
七
九
七
)
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣

こ
れ
ま
で
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
の
規
定
と
｢
研
究
論
｣
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
規
定
を
見
て
き
た
｡
で
は
｢
研
究
論
｣

序
論
に
お
け
る
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
両
者
を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
､
そ
の
具
体
的
な
議
論
を
検
討
し
ょ
う
｡

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
研
究
論
｣
序
論
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
私
が
注
目
し
､
自
分
の
主
張
の
裏
付
け
に
な
る
と
考
え
た
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ラ
ー
は
情
感
文
学
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン

ル
を
適
切
に
性
格
づ
け
て
い
る
が
､
そ
の
さ
い
理
想
的
な
も
の
の
現
実
性
へ
の
関
心
(
e
i
n
き
内
責
完
呂
d
e
r
哲
註
註
d
e
s
【
d
邑
e
n
)
と
い
う
特

徴
が
､
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
に
お
い
て
も
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
､
あ
る
い
は
は
っ
き
り
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
､
そ
の
こ
と

で
あ
る
｡
し
か
し
客
観
的
文
学
は
関
心
を
知
ら
ず
､
現
実
性
を
要
求
す
る
こ
と
も
な
い
｡
ま
さ
に
そ
の
こ
と
ゆ
え
に
､
関
心
を
惹
く
文
学
が
必

要
と
す
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
(
d
i
e
T
賢
s
c
h
弓
g
)
と
､
美
し
い
文
学
の
法
則
で
あ
る
技
術
上
の
真
理
と
は
あ
れ
ほ
ど
全
く
異
な
っ
て
い
る
｡
情

感
的
な
牧
歌
が
あ
な
た
を
熱
狂
さ
せ
る
た
め
に
は
､
あ
な
た
が
黄
金
時
代
や
こ
の
世
の
天
国
(
d
e
r
冨
ヨ
莞
-
邑
E
r
d
e
n
)
の
現
実
性
を
少
な
く

と
も
一
時
的
に
は
真
面
首
に
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
[
…
]

関
心
を
惹
く
文
学
の
特
性
を
な
す
こ
の
特
徴
を
見
過
ご
さ
な
い
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
さ
も
な
け
れ
ば
人
は
情
感
的

な
も
の
(
d
g
S
e
ロ
t
i
ヨ
e
n
邑
e
)
を
叙
情
的
な
も
の
(
d
a
s
官
訂
c
主
と
混
同
す
る
と
い
う
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
｡
無
限
な
も

の
を
目
指
す
努
力
の
文
学
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
れ
ば
何
で
も
情
感
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
中
で
も
理
想
的
な
も

の
と
現
実
的
な
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
の
反
省
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
が
情
感
的
で
あ
る
｡
[
⊥
情
感
文
学
の
特
性
を
成
す
特
徴
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は
､
理
想
的
な
も
の
の
現
実
性
へ
の
関
心
､
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
の
反
省
､
･
そ
し
て
詩
作
す
る
主
観
の
理
想
化

す
る
想
像
力
が
個
別
的
村
象
に
対
し
て
持
つ
関
係
で
あ
る
｡
特
性
描
写
的
な
も
の
､
す
な
わ
ち
個
体
的
な
も
の
の
表
現
(
d
戻
(
ぎ
当
鼠
冷
慕
邑
肖
賢

d
.
b
.
d
i
e
D
琶
S
t
e
ニ
巨
g
d
e
s
【
n
d
i
v
i
d
u
e
ニ
e
n
)に

よ
っ
て
の
み
情
感
的
な
気
分
は
文
学
に
な
る
｣

(
芥
A
I
N
〓
〇
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シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
シ
ラ
ー
が
｢
情
感
文
学
｣
の
三
類
型
と
し
て
挙
げ
た
風
刺
詩
･
悲
歌
･
牧
歌
に
言
及
し
､
こ
れ
ら
三
つ
の
類
型
の
情
感
文
学
は
､

理
想
的
な
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
関
心
を
共
有
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
こ
か
ら
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
情
感
文
学
｣
は

現
実
性
へ
の
｢
関
心
｣
(
d
g
l
n
t
e
曇
S
e
)
を
常
に
伴
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
そ
れ
ゆ
え
に
｢
関
心
を
惹
く
(
5
.
t
e
r
e
S
S
a
n
t
)
文
学
｣
で
あ
る
と
規
定
し
､

そ
れ
に
対
し
て
.
｢
客
観
的
文
学
｣
ま
た
は
｢
美
し
い
文
学
｣
は
現
実
存
在
へ
の
関
心
を
欠
い
て
い
る
と
論
じ
る
｡
こ
こ
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
情
感

文
学
｣
が
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
､
シ
ラ
ー
の
論
文
に
は
な
か
っ
た
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
｢
叙
情
的
な
も
の
｣

と
の
村
比
を
行
っ
て
い
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
叙
情
的
な
も
の
｣
を
､
｢
個
々
の
対
象
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
無
限
な
も
の
を
目
指
す
純
粋
で
無

規
定
的
な
努
力
が
､
感
情
の
転
変
に
も
関
わ
ら
ず
心
情
の
支
配
的
な
気
分
で
あ
り
つ
づ
け
る
｣
事
態
と
規
定
し
､
そ
の
例
と
し
て
､
サ
ッ
フ
オ
､
ア

ル
カ
イ
オ
ス
､
シ
モ
ニ
デ
ス
､
バ
ッ
キ
ュ
リ
デ
ス
の
断
片
､
ビ
ン
グ
ロ
ス
の
詩
､
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
項
歌
を
挙
げ
て
い
る

(
ご
r
-
N
〓
〇
｡
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
の
議
論
を
整
理
す
る
と
､
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
｢
叙
情
的
な
も
の
｣
は
､
｢
無
限
な
も
の
｣
を
目
指
す
と
い
う
点
で
共
通
す
る
が
､
｢
叙
情
的

な
も
の
｣
は
個
別
的
な
も
の
の
表
現
を
伴
わ
な
い
の
に
対
し
て
､
｢
情
感
的
な
も
の
｣
は
｢
特
性
描
写
的
な
も
の
｣
を
伴
っ
て
初
め
て
､
単
な
る
｢
情

感
的
な
気
分
｣
か
ら
｢
情
感
文
学
｣
に
変
わ
る
｡
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
｢
叙
情
的
な
も
の
｣
と
｢
情
感
的
な

も
の
｣
は
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡

｢
情
感
文
学
｣
を
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
と
し
て
規
定
す
る
｢
研
究
論
｣
序
論
の
議
論
を
､
本
稿
一
-
一
､
一
-
二
で
検
討
し
た
シ
ラ
ー
自
身

に
よ
る
｢
情
感
文
学
｣
の
規
定
お
よ
び
｢
研
究
論
｣
本
論
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
規
定
と
を
比
較
す
る
と
､
以
下
の
こ
と
を
指
摘
で
き

る｡



一
つ
は
､
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
に
村
す
る
評
価
に
関
し
て
｢
研
究
論
｣
本
論
と
序
論
と
で
は
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
｢
研
究
論
｣
に
お
い
て
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
は
個
別
的
な
も
の
に
村
す
る
認
識
の
関
心
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
が
､

序
論
に
よ
れ
ば
｢
個
性
的
な
も
の
の
描
写
｣
が
な
け
れ
ば
理
想
的
な
も
の
が
実
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
｢
情
感
的
な
｣
関
心
は
満
た
さ
れ
な
い
｡

こ
の
議
論
か
ら
は
､
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
に
は
現
実
性
に
つ
い
て
の
関
心
を
欠
く
｢
客
観
的
文
学
｣
に
は
な
い
独
自
の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
の
は
､
そ
れ
が
｢
黄
金
時
代
｣
や
｢
こ
の
世
の
天
国
｣
と
い
っ
た
､
倫
理
的
に
価
値

付
け
さ
れ
た
積
極
的
な
理
想
を
提
示
す
る
こ
と
来
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
理
想
は
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
に
は
み
ら
れ
た

が
､
｢
研
究
論
｣
に
お
け
る
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

｢
研
究
論
｣
序
論
の
検
討
か
ら
二
つ
目
に
理
解
さ
れ
る
の
は
､
序
論
の
議
論
と
シ
ラ
ー
の
論
考
と
の
差
異
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

.
が
序
論
で
｢
素
朴
文
学
｣
へ
の
言
及
を
避
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
理
由
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
｢
関
心
を
惹
く

文
学
｣
の
特
性
と
み
な
し
た
の
は
個
別
的
な
対
象
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
シ
ラ
ー
の
理
論
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
｢
素
朴
文
学
｣
の

特
性
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
シ
ラ
ー
は
｢
素
朴
文
学
｣
を
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
(
｢
個
体
化
｣
)
と
呼
ん
で
い
た
｡
ゆ
え
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ

ル
の
理
解
す
る
｢
情
感
文
学
｣
■
と
は
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
素
朴
文
学
｣
と
｢
情
感
文
学
｣
と
を
彼
な
り
の
仕
方
で
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡

一
七
九
七
年
頃
に
書
か
れ
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
以
下
の
未
公
刊
断
片
で
は
そ
の
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
｡

｢
絶
対
的
表
現
は
素
朴
で
あ
り
､
絶
村
的
な
も
の
の
表
現
は
情
感
的
で
あ
る
(
A
b
s
O
-
u
t
e
D
5
t
e
-
-
巨
g
i
s
t
n
a
i
v
盲
5
t
e
-
首
g
d
e
s
A
b
s
O
-
u
t
昌
i
s
t

s
e
n
t
i
ヨ
e
n
皇
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
素
朴
で
あ
る
と
同
時
に
情
感
的
で
あ
る
｡
近
代
文
学
の
巨
人
｡
[
…
]
｣
(
芥
>
X
≦
v
N
笠

こ
の
未
公
刊
断
片
に
よ
れ
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
と
｢
絶
対
的
な
も
の
の
表
現
｣
､
つ
ま
り
｢
素
朴
な
も
の
｣
と
｢
情
感
的
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な
も
の
｣
を
と
も
に
備
え
て
お
り
､
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
｢
近
代
文
学
の
巨
人
｣
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
と
｢
絶
対
的
な
も
の
の
表

現
｣
､
す
な
わ
ち
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
素
朴
文
学
｣
と
｢
情
感
文
学
｣
と
を
統
合
し
た
も
の
が
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
で
あ
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
よ
う
｡

し
か
し
､
こ
･
の
未
公
刊
断
片
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
｢
情

感
的
｣
で
あ
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
一
-
一
で
確
認
し
た
よ
う
に
､
シ
ラ
ー
は
彼
を
｢
情
感
詩
人
｣
で
は
な
く
｢
素
朴
詩
人
｣

と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
｡
そ
の
理
由
は
､
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
で
は
詩
人
自
身
の
人
格
が
作
品
の
中
に
現
れ
て
自
己
の
感
情
を
積
極
的

に
語
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
未
公
刊
断
片
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
を
表
現
し
て
い
る

と
述
べ
右
が
､
シ
ラ
ー
の
理
論
に
お
い
て
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
と
は
倫
理
的
な
理
想
で
あ
り
､
そ
れ
は
作
品
に
お
い
て
詩
人
の
人
格
に
よ
っ
て
担
わ

れ
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
以
下
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
未
公
刊
断
片
で
言
わ

れ
る
｢
絶
村
的
な
も
の
｣
と
は
､
倫
理
的
な
理
想
で
は
な
く
､
｢
研
究
論
｣
の
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
論
に
お
い
て
(
と
り
わ
け
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ

ム
レ
ッ
ト
』
.
の
例
に
お
い
て
)
｢
無
限
定
な
も
の
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｢
存
在
と
思
考
｣
の
全
体
性
で
あ
る
と
｡
そ
の
場
合
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
シ
ラ

ー
の
｢
情
感
文
学
｣
論
に
お
け
る
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
を
倫
理
的
理
想
か
ら
認
識
論
的
な
意
味
で
の
全
体
性
へ
と
読
み
替
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
ご
の
よ
う
な
仮
説
に
は
難
点
が
あ
る
｡
と
い
う
の
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
｢
研
究
論
｣
序
論
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
シ
ラ
ー
に
即
し
て
｢
情
感

文
学
｣
を
､
･
｢
黄
金
時
代
｣
や
｢
こ
の
世
の
天
国
｣
と
い
っ
た
倫
理
的
な
理
想
を
提
示
す
る
文
学
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
･

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
｢
絶
対
的
な
も
の
｣
と
は
何
か
(
認
識
論
的
な
も
の
か
､
あ
る
い
は
倫
理
的
な
も
の
か
､
あ
る
い
は
さ
ら

に
別
の
も
め
か
)
､
･
と
い
う
問
い
は
解
消
さ
れ
ず
に
残
っ
て
し
ま
う
｡
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
議
論
が
曖
昧
さ
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
間
い
に
は
､
｢
研
究
論
｣
序
論
よ
り
後
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
議
論
を
次
節
以
降
で
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え

ね
ば
な
ら
な
い
｡
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三
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
巻
〓
七
九
八
)

に
お
け
る
｢
超
越
論
的
文
学
｣

前
節
で
は
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
｢
研
究
論
｣
序
論
で
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣
論
を
受
容
し
､
｢
情
感
文
学
｣
を
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
と
し
て
再

定
義
し
で
い
る
こ
と
■
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
､
そ
の
翌
年
に
公
に
さ
れ
た
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
集
｣
の
断
片
第
二
三
八
番
で
は
そ
の
受
容
が
新
た

な
展
開
を
示
し
て
い
る
｡

そ
の
断
片
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

｢
以
下
の
よ
う
な
文
学
が
存
在
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
そ
の
文
学
に
と
っ
て
の
一
に
し
て
仝
(
e
i
昆
〓
5
d
a
〓
e
s
)
が
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も

の
と
の
関
係

(
d
a
s
ぷ
r
h
巴
已
s
d
e
s
-
d
e
a
-
e
n
5
d

d
e
s

R
邑
巾
n
)
で
あ
り
､
そ
の
た
め
に
哲
学
用
語
か
ら
の
類
推
で
超
越
論
的
文
学

(
ゴ
冒
S
Z
e
n
d
e
n
邑
p
O
乱
e
)
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
よ
う
な
文
学
で
あ
る
｡
こ
の
文
学
は
風
刺
詩
と
し
て
始
ま
る
が
､
そ
の
と
き
理
想
的
な
も

の
と
現
実
的
な
も
の
は
絶
村
的
に
異
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
文
学
は
悲
歌
と
し
て
中
間
を
漂
い
､
牧
歌
と
し
て
終
わ
る
が
､
こ
の
と
き
理

･
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
両
者
は
絶
対
的
に
同
二
で
あ
る
｡
し
か
し
､
批
判
的
で
な
い
超
越
論
的
哲
学
､
す
な
わ
ち
所
産
と
と
も
に
産
出

す
る
も
の
も
ま
た
表
現
す
る

(auchdgPrOd邑erendemitdemPrOd亡どd胃Ste--en)

こ
と
が
な
か
っ
た
り
､
超
越
論
的
思
想
の
体
系
の

う
ち
に
超
越
論
的
に
考
え
る
こ
と
の
特
性
描
写
も
同
時
に
含
む
こ
と
が
な
い
よ
う
な
超
越
論
的
哲
学
に
は
あ
ま
り
価
値
が
お
か
れ
な
い
よ
う
に
､

超
越
論
的
文
学
も
詩
作
能
力
の
詩
的
な
理
論
の
た
め
の
超
越
論
的
な
素
材
や
予
行
演
習
(
d
i
e
【
…
]
年
賀
S
N
e
n
d
e
n
t
a
-
e
n

M
a
t
e
r
-
a
-
i
e
n
巨
d

ざさungeヨ∴N⊂e5.erpOetiscb昌≠eO計desDichどngsvem厨en～)

-
こ
れ
は
近
代
の
詩
人
に
お
い
て
稀
で
は
凄
い

-を､芸術的に

反
射
し
美
し
く
自
己
を
映
し
出
す
こ
と
(
d
i
e
臣
n
s
t
-
e
計
c
b
e
R
e
2
x
i
O
n
u
n
d
s
c
h
ぎ
e
S
e
-
b
s
t
b
e
s
p
i
e
g
e
-
∈
g
)

-

こ
れ
は
ピ
ン
ダ
ロ
ス
､
ギ
リ

シ
ア
の
叙
情
詩
断
片
､
古
代
悲
歌
に
お
い
て
､
そ
し
て
近
代
人
で
は
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
み
ら
れ
る

-

と
結
合
す
べ
き
で
あ
る
し
､
い
か
な
る

表
現
の
う
ち
に
も
自
分
自
身
を
と
も
に
表
現
し
(
s
i
c
h
s
e
-
b
s
t
m
i
t
d
弓
S
t
e
-
-
e
n
)
､
至
る
と
こ
ろ
で
同
時
に
文
学
か
つ
文
学
の
文
学
(
P
O
e
S
i
巾
亡
5
d
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P
O
乳
e
d
e
r
P
O
乱
e
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｣
･
(
ご
r
【
-
N
O
土

198

こ
の
断
片
は
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
を
規
定
す
る
前
半
部
分
と
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
は
同
時
に
｢
批
判
的
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
後
半

部
分
と
に
分
か
れ
る
｡
ま
ず
前
半
部
分
か
ら
検
討
し
よ
う
｡

｢
超
越
論
的
文
学
｣
と
は
何
か
を
規
定
す
る
際
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
用
い
る
表
現
は
､
彼
が
｢
研
究
論
｣
序
論
で
｢
情
感
文
学
｣
を
論
じ
る
際
に

用
い
た
表
現
と
ほ
ほ
一
敦
し
て
.
い
る
｡
ゆ
え
に
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
論
を
定
式
化
し

直
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
規
定
と
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
の
規
定
と
の
間
に
は

微
妙
だ
が
見
逃
せ
な
い
差
異
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
三
種
類
に
は
､
風
刺
詩
で
始
ま
り
悲
歌
を
中
間
と
し
て
牧
歌
で
終
わ
る
､

と
い
う
順
序
が
想
定
さ
れ
て
.
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
い
て
｢
情
感
文
学
｣
の
三
種
類
は
ま
と
め
て
扱
わ
れ
て
お
り
そ
の
相
互

関
係
に
関
す
る
言
及
は
な
か
っ
た
｡
ま
た
遡
っ
て
シ
ラ
ー
自
身
の
｢
情
感
文
学
｣
論
で
も
､
風
刺
詩
･
悲
歌
･
牧
歌
の
三
種
類
に
関
し
て
順
序
な
い

し
序
列
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
｢
超
越
論
的
文
学
｣

の
三
種
類
の
順
序
は
､
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
以
下
に
引
用
す
る
未
公
刊
断
片
(
一
七
九
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
断
片
群
の
一
つ
)

が
参
考
に
な
る
｡

｢
超
越
論
的
文
学
は
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
絶
対
的
差
異
で
始
ま
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
シ
ラ
ー
は
こ
の
点
で
超
越
論
的
文
学
の
創
始

者
で
あ
る
が
､
単
な
る
半
端
な
超
越
論
的
文
学
(
n
弓
b
a
-
b
e
ゴ
賀
S
Z
e
n
d
e
n
邑
p
O
e
S
i
e
)

の
創
始
者
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
超
越
論
的
文
学
は
同

一
性
に
よ
っ
て
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
｣

(
ご
r
X
く
〓
こ
⇒
岩
)

｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
と
同
様
こ
の
未
公
刊
断
片
で
も
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
は
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
絶
対
的
差
異
で
始

ま
り
同
一
性
に
よ
っ
て
終
わ
る
べ
き
で
あ
る
､
.
と
い
う
順
序
が
示
さ
れ
て
い
る
(
絶
村
的
差
異
が
風
刺
詩
に
村
応
し
同
一
性
が
牧
歌
に
相
当
す
る
こ



と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)
｡
こ
の
未
公
刊
断
片
で
重
要
で
あ
る
の
は
､
そ
の
順
序
が
シ
ラ
ー
へ
の
評
価
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
∵
ン
ラ

ー
は
｢
単
な
る
半
端
な
超
越
論
的
文
学
｣
の
創
始
者
と
呼
ば
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
シ
ラ
ー
の
｢
超
越
論
的
文
学
｣
は
絶
村
的
差
異
に
よ
っ
て
始
ま
る

が
､
同
一
性
に
よ
っ
て
終
わ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
･

こ
の
シ
ラ
ー
に
対
す
る
評
価
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
一
七
九
八
年
三
月
六
日
に
兄
ア
ウ
グ
ス
ト
･
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
･
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
に
宛
て
た
書
簡
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
そ
の
書
簡
の
一
部
を
以
下
に
引
用
す
る
が
､
こ
れ
は
､
ア
ウ
グ
ス
ト
･
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が

印
刷
前
に
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
を
読
ん
だ
感
想
に
対
す
る
､
弟
の
応
答
で
あ
る
｡

｢
君
は
超
越
論
的
文
学
に
つ
い
て
の
断
片
を
本
当
に
表
面
的
に
し
か
読
ん
で
い
な
い
｡
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
て
君
は
シ
ラ
ー
が
あ
の
断

片
を
剰
窃
と
み
な
す
だ
ろ
う
な
ど
と
心
配
す
る
だ
ろ
う
か
｡
シ
ラ
ー
が
こ
の
断
片
を
勝
手
に
自
分
に
関
連
づ
け
る
な
ら
､
そ
こ
に
彼
の
自
称
美

学
だ
け
で
な
く
彼
の
理
想
(
s
e
i
n
註
呈
そ
の
も
の
に
村
す
る
著
し
い
軽
蔑
を
見
出
す
だ
ろ
う
に
｡
[
⊥
僕
は
彼
の
用
語
法
す
ら
非
難
し
た
が

そ
れ
は
正
し
か
っ
た
｡
彼
の
用
語
法
は
間
違
っ
て
い
る
し
､
ひ
ど
い
無
知
を
示
し
て
い
る
か
ら
だ
｣

(不AXXIV革

こ
の
引
用
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
お
け
る
｢
超
越
論
的
文
学
｣
と
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣
と
の
差
異

を
強
調
し
て
い
る
｡
シ
ラ
ー
が
こ
の
断
片
を
読
ん
だ
ら
そ
れ
を
自
分
の
理
論
の
劃
窃
と
み
な
す
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
兄
の
危
倶
に
彼
は
反
論
し

て
､
そ
の
断
片
に
は
シ
ラ
ー
の
美
学
お
よ
び
理
想
に
対
す
る
｢
著
し
い
軽
蔑
｣
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
､
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
｢
理
想
｣

と
い
う
単
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
シ
ラ
ー
の
理
想
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
自
分
の
理
論

の
独
自
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
ゆ
え
に
､
シ
ラ
ー
の
理
想
に
対
す
る
｢
著
し
い
軽
蔑
｣
の
内
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
れ
ば
､

な
ぜ
先
に
見
た
未
公
刊
断
片
で
シ
ラ
ー
は
｢
単
な
る
半
端
な
超
越
論
的
文
学
｣
の
創
始
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る

で
あ
ろ
う
し
､
さ
ら
に
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
三
類
型
の
順
序
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
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書
簡
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
自
分
は
シ
ラ
ー
の
用
語
法
を
非
難
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
は
､
は
っ
き
り
非
難

と
分
か
る
箇
所
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し
＼
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
二
一
番
に
適
当
な
箇
所
が
あ
る
｡
.
そ
こ
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は

｢
理
想
｣
と
い
う
語
を
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
｡

200

｢
理
念
と
は
イ
ロ
ニ
ー
に
至
る
ま
で
完
成
し
た
概
念
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
反
対
定
立
の
絶
対
的
な
総
合
(
巾
5
.
n
a
b
s
O
-
u
t
e
S
苫
き
邑
s

a
b
s
O
-
u
t
e
r
旨
t
i
t
b
e
s
e
n
)
､
二
つ
の
禰
争
}
思
考
の
交
替
で
あ
っ
て
､
こ
の
交
替
は
恒
常
的
に
自
己
自
身
を
産
出
す
る
｡
理
想
は
理
念
で
あ
る
と

同
時
に
事
実
で
あ
る
(
E
i
n
l
d
e
a
〓
s
t
2
g
-
e
i
c
b
i
d
e
e
巨
d
F
昇
ど
m
.
)
｡
思
想
家
に
と
っ
て
理
想
が
持
っ
て
い
る
個
体
性
(
h
d
i
v
i
d
邑
i
昏
)
が
､

芸
術
家
に
と
っ
て
古
代
の
神
々
が
持
っ
て
い
る
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
豊
富
で
な
い
な
ら
ば
､
理
念
に
取
り
組
む
こ
と
は
､
空
疎
な
決
ま
り
文
句
を

使
っ
て
す
る
退
屈
で
難
儀
な
さ
い
こ
ろ
ゲ
ー
ム
か
､
あ
る
い
は
中
国
の
僧
侶
風
に
く
よ
く
よ
と
思
い
悩
み
な
が
ら
自
分
の
鼻
を
眺
め
る
こ
と
で

し
か
な
い
だ
ろ
､
γ
｡
こ
の
よ
う
な
対
象
の
な
い
情
感
的
な
思
弁
(
d
-
m
s
e
s
e
n
t
i
ヨ
e
n
邑
e
S
p
e
巨
邑
O
n
O
F
e
O
官
k
t
)
ほ
ど
貧
弱
で
軽
蔑
す
べ
き
も

の
は
な
い
｣

(
芥
>
-
〓
窒
)

こ
の
断
片
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
理
想
は
豊
富
な
個
体
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
用
語
法
を
踏
ま

え
で
い
る
｡
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
｢
理
想
｣
を
､
｢
単
に
具
体
的
(
5
.
C
O
n
C
r
e
t
O
)
な
の
で
は
な
く
個
体
的
な
(
5
･
5
･
d
-
v
i
d
u
O
)
理
念
､

す
な
わ
ち
理
念
に
よ
っ
て
の
み
規
定
可
能
な
-
そ
れ
ど
こ
ろ
か
既
に
理
念
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
1
個
別
的
な
物
｣
(
‖
)
と
規
定
し
て
い
る

し
､
『
判
断
力
批
判
』
で
は
｢
理
想
と
は
理
念
に
適
合
し
て
い
る
存
在
者
と
し
て
の
個
体
の
表
象
を
意
味
す
る
∴
d
i
e
ざ
r
s
t
e
ニ
u
n
g
e
i
n
e
s
e
訂
e
-
n
e
n
a
-
s

e
5
.
e
こ
d
e
e
a
d
餅
q
u
a
t
e
n
･
宅
e
s
e
n
s
)
｣
(
望
と
述
べ
て
い
る
｡
個
体
性
の
乏
し
い
理
想
を
も
っ
て
す
る
思
索
の
こ
と
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
対
象
の
な
い
情

感
的
な
思
弁
十
と
呼
ん
で
お
れ
､
こ
こ
に
は
シ
ラ
ー
の
｢
素
朴
史
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣

へ
の
当
て
こ
す
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
と
い
う

の
も
十
-
一
で
見
た
よ
う
に
シ
ラ
ー
は
､
対
象
の
理
想
化
(
｢
絶
村
的
な
も
の
の
表
現
｣
)
と
対
象
の
個
体
化
(
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
)
を
文
学
的
創
作



の
村
照
的
な
方
法
と
し
て
規
定
し
て
お
り
､
個
体
化
さ
れ
た
理
想
と
い
っ
た
も
の
は
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
の
議
論
に
お
い
て
占
め

る
べ
き
位
置
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
〈
u
〉
｡

J

｢
ア
テ
ネ
ー
ケ
ム
断
片
｣
一
±
一
番
に
お
け
る
こ
う
し
た
シ
ラ
ー
へ
の
非
難
は
､
第
二
節
で
見
た
｢
研
究
論
｣
序
論
で
の
シ
ラ
ー
へ
の
肯
定
的
な

評
価
と
対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
､
議
論
の
本
質
的
な
点
は
一
致
し
て
い
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
｢
研
究
論
｣
序
論
で
も
｢
特
性
描
写
的

な
も
の
､
す
な
わ
ち
個
体
的
な
も
の
の
表
現
(
d
i
e
D
慧
t
e
≡
5
g
d
e
s
【
n
d
i
v
i
d
u
e
-
-
e
n
)
｣
(
芥
>
l
N
-
N
)
が
｢
情
感
文
学
｣
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
(
こ
の
こ
と
は
本
稿
第
一
節
に
お
車
て
｢
素
朴
文
学
｣
と
｢
情
感
文
学
｣
の
統
合
と
解
釈
さ
れ
た
)
｡

｢
理
想
｣
と
い
う
用
語
を
め
ぐ
る
シ
ュ
レ
｣
ゲ
ル
の
シ
ラ
ー
に
村
す
る
非
難
の
内
実
は
解
明
で
き
た
が
､
で
は
こ
の
非
難
は
シ
ラ
ー
の
｢
単
な
る

半
端
な
超
越
論
的
文
学
｣
を
批
判
す
る
未
公
刊
断
片
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム

断
片
｣
一
一
七
番
を
参
照
し
よ
う
｡

→
作
品
(
寿
r
k
e
)
の
理
想
(
【
d
邑
)
が
芸
術
家
に
と
っ
て
恋
人
や
友
人
と
同
じ
ぐ
ら
い
豊
富
な
生
き
た
現
実
性
(
-
e
b
e
n
d
i
g
e
R
e
a
-
i
豊
と
い

わ
ば
人
格
性
(
P
e
r
s
筐
i
c
芹
e
i
t
)
を
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
､
そ
う
し
た
作
品
は
書
か
れ
な
い
方
が
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
｡
そ
ん
な
作
品
は

少
な
く
と
も
決
し
て
芸
術
作
品
(
芥
u
n
s
ぎ
O
r
k
e
)

に
な
ら
な
い
｣
(
芥
A
l
〓
0
0
い
)

こ
の
断
片
の
主
旨
は
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
二
一
番
と
同
様
､
理
念
は
個
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
一
七
番
の
場
合
｢
個
体
性
｣
と
い
う
言
葉
の
代
わ
り
に
｢
生
き
た
現
実
性
｣
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
｢
生
き
た
現
実
性
｣
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
｢
客
観
的
実
在
性
｣
(
d
i
e
阜
貫
き
e
R
e
a
-
i
皇
と
区
別
す
べ
き
だ
ろ
う
(
カ
ン

ト
は
理
想
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
)
｡
こ
の
断
片
で
言
わ
れ
る
｢
生
き
た
現
実
性
｣
を
､
芸
術
作
品
の
内
部
に
お
け
る
迫
真

性
と
解
す
る
な
ら
ば
､
･
｢
生
き
た
現
実
性
｣
と
｢
個
体
性
｣
と
は
無
理
な
く
一
致
す
る
(
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
現
実
性
は
､
す
で
に
｢
研
究
論
｣
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序
論
の
段
階
で
｢
情
感
文
学
｣
に
必
要
な
｢
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
｣
(
T
瞥
s
c
h
巨
g
)
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
で
は
､
｢
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
｣
は
.
｢
個
体
的
な
も
の
の
描
写
｣
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
ょ
う
)
｡

｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
ニ
ー
番
と
一
一
七
番
七
を
結
び
つ
け
て
読
む
な
ら
ば
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
理
想
は
個
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら

ず
､
そ
れ
を
持
つ
こ
と
で
理
想
は
｢
現
実
性
｣
を
も
つ
こ
と
に
な
る
｡
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
二
一
番
で
理
想
は
理
念
で
あ
る
と
同
時
に
｢
事
実
｣

で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
勘
案
す
れ
▲
ば
､
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
無
理
の
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
∴
ン
ラ
ー
.
の
｢
単
な
る
半
端
な
超
越
論
的
文
学
｣
を
批
判
す
る
未
公
刊
断
片
の
主
旨
が
明
確
に
な
る
｡
シ
ラ
ー
は
｢
素

朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
.
で
対
象
の
理
想
化
と
個
体
化
と
を
村
照
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
た
が
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
用
語
法
を

踏
ま
え
て
､
理
想
は
個
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
､
理
想
は
現
実
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
言

い
換
え
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
み
れ
ば
､
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
と
い
う
点
で
シ
ラ
ー
の
｢
情
感
文
学
｣

論
は
評
価
で
き
る
が
､
両
者
は
そ
も
そ
も
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
､
シ
ラ
ー
の
議
論
は
｢
半
端
｣

な
の
で
あ
る
｡
確
か
に
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
､
無
限
な
も
の
で
あ
る
理
想
と
有
限
な
も
の
で
あ
る
現
実
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
､
決
し
て

同
一
に
烏
な
り
え
な
い
｡
彼
は
理
想
と
現
実
と
の
｢
調
和
｣
に
つ
い
て
は
語
っ
て
も
､
決
し
て
両
者
の
｢
同
一
性
｣
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
｡

こ
こ
ま
で
分
析
を
進
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
ア
テ
ネ
ー
サ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
お
い
て
な
ぜ
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
三
類
型
に
は
順
序
が
あ

る
の
か
と
い
う
問
い
は
解
明
さ
れ
る
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
か
ら
見
れ
ば
､
理
想
は
個
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
､
そ
れ
は
理
想
が
芸
術
作
品
の
内
部
で

現
実
性
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
｡
つ
ま
り
芸
術
作
品
に
お
い
て
理
想
的
な
も
の
は
現
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
理
想
的
な
も
の
と

現
実
的
な
も
の
が
絶
村
的
差
異
か
ら
絶
対
的
同
一
性
へ
と
進
ん
で
い
く
と
い
う
順
序
は
､
芸
術
創
作
が
低
次
の
段
階
か
ら
高
次
の
段
階
へ
と
発
展
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
順
序
は
価
値
を
付
与
ぎ
れ
た
序
列
に
他
な
ら
ず
､
そ
の
頂
点
に
牧
歌
が
来
る
｡

｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
〔
二
三
八
番
と
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
断
片
か
ら
は
､
理
想
は
個
体
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
明
ら
か
に
な
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る
｡
本
節
で
何
度
か
触
れ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
う
し
た
議
論
を
先
取
り
す
を
考
え
は
す
で
に
｢
研
究
論
｣
序
論
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
シ
ラ
ー

の
｢
理
想
｣
と
い
､
丁
用
語
を
非
難
し
自
己
の
理
論
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
姿
勢
は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
こ
こ
で
新
た
に
問
題
に

な
る
の
は
､
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
理
想
的
な
も
の
と
･
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
お
け
る
そ
れ
と
は
､
そ
の
内
実
に
関
し
て
差
異
が

あ
る
の
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
情
感
文
学
｣
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
理
想
は
倫
理
的
な
そ
れ
で
あ
っ
て
､
例

と
し
て
｢
黄
金
時
代
｣
や
｢
こ
の
世
の
天
国
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
理
想
的
な
も
の
､
絶
対
的
な
も
の

む
､
そ
う
し
た
倫
理
的
価
値
を
付
与
さ
れ
た
理
想
な
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
れ
を
知
る
た
め
に
は
､
再
び
｢
ア
テ
ネ
｣
ゥ
ム
断
片
｣
一
二
義
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
の
断
片
の
最
後
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
個
体

性
を
持
つ
理
想
に
つ
い
て
思
索
す
る
精
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
｡

｢
窓
意
的
に
あ
る
と
き
は
こ
の
領
域
へ
､
ま
た
あ
る
と
き
は
あ
の
領
域
へ
と
､
ま
る
で
別
の
世
界
へ
移
る
よ
う
に
移
る
こ
と
､
し
か
も
悟
性
と

想
像
力
の
み
な
ら
ず
魂
の
全
体
を
も
っ
て
移
る
こ
と
｡
そ
し
て
､
自
分
の
存
在
の
あ
る
と
き
は
あ
の
部
分
を
､
ま
た
あ
る
と
き
は
こ
の
部
分
を

自
由
に
あ
き
ら
め
て
､
別
の
部
分
に
完
全
に
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
｡
今
は
こ
の
個
体
(
l
n
d
i
v
i
d
亡
u
m
)

に
､
次
は
あ
の
個
体
に
自
ら
の
一
に

し
て
全
(
E
i
房
u
n
d
A
〓
e
s
)
を
探
し
て
そ
れ
を
見
出
し
､
他
の
個
体
全
て
を
意
図
的
に
忘
れ
る
こ
と
｡
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
精
神
は
､
い

わ
ば
多
数
の
精
神
と
人
格
の
全
体
系
と
を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
精
神
の
内
部
で
は
､
あ
ら
ゆ
る
モ
ナ
ド
に
お
い
て
発
芽

す
る
(
k
e
i
ヨ
e
n
)
と
言
わ
れ
る
宇
宙
(
d
琵
U
n
i
v
e
望
m
)
が
成
長
し
き
っ
て
成
熟
し
て
い
る
(
a
u
s
g
e
w
a
c
h
s
e
n
こ
5
d
-
e
i
f
g
等
○
-
d
e
n
)
｣
(
ご
r
-
〓
登

以
上
引
用
し
た
叙
述
は
､
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
絶
対
的
同
一
性
を
表
現
す
べ
き
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
著
者
の
精
神
を
説
明
す
る
も

の
と
し
て
解
釈
で
き
よ
う
｡
こ
の
引
用
で
重
要
な
の
は
､
個
体
と
宇
宙
と
の
関
係
を
論
じ
る
際
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
が
引
き
合
い
に
出
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
モ
ナ
ド
は
個
体
で
あ
る
と
同
時
に
全
宇
宙
を
映
し
出
す
実
体
で
あ
る
が
､
先
の
引
用
を
考
慮
す
る
と
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
で
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は
表
現
さ
れ
る
村
象
で
あ
る
個
体
と
､
表
現
す
る
主
体
で
あ
る
著
者
の
精
神
の
両
方
が
､
宇
宙
を
映
し
出
す
モ
ナ
ド
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
｡
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
著
者
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
個
体
を
と
り
あ
げ
､
そ
こ
に
自
分
に
と
っ
て

の
｢
一
に
し
て
全
｣
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
理
由
は
､
表
現
さ
れ
る
個
体
も
表
現
す
る
精
神
も
と
も
に
モ
ナ
ド
で
あ
っ
て
同
一
の
宇
宙
を

映
し
出
し
､
さ
ら
に
表
現
さ
れ
.
る
個
体
よ
り
も
表
現
す
る
精
神
の
方
が
よ
り
充
実
し
た
仕
方
で
宇
宙
を
映
し
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢
超
越
論
的

文
学
｣
の
著
者
の
精
神
は
､
表
現
さ
れ
る
様
々
な
個
体
を
自
己
の
う
ち
に
包
括
で
き
る
よ
う
な
豊
か
さ
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
よ

う
に
解
釈
す
る
と
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
宣
お
け
る
理
想
的
な
も
の
と
は
､
宇
宙
を
映
し
出
す
モ
ナ
ド
的
な
個
体
を
意
味
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
〈
1
〝
〉
｡

｢
超
越
論
的
文
学
｣
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
理
想
的
な
も
の
と
､
表
現
す
る
主
体
で
あ
る
著
者
の
精
神
と
が
､
と
も
に
モ
ナ
ド
的
な
個
体
と
し
て

理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
の
後
半
部
分
で
｢
超
越
論
的
文
学
｣
は
｢
批
判
的
｣
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
理
由
も
容
易
に
理
解
で
き
る
｡
∴
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
よ
る
と
､
文
学
が
｢
批
判
的
｣
で
あ
る
と
は
､
文
学
が
そ
の

表
現
の
う
ち
に
文
学
自
身
を
と
も
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
､
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
｢
文
学
の
文
学
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
超
越
論
的

文
学
｣
.
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
､
個
体
と
し
て
の
理
想
的
な
も
の
は
､
モ
ナ
ド
と
し
て
宇
宙
を
映
し
出
す
が
､
そ
う
し
て
映
し
出
さ
れ
る
宇
宙
は
､

｢
超
越
論
的
文
学
｣
･
の
表
現
主
体
で
あ
る
著
者
の
精
神
が
映
し
出
す
宇
宙
の
､
不
十
分
で
低
次
の
似
姿
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
｢
超
越
論
的
文
学
｣
で

は
､
表
現
ぎ
れ
る
理
想
的
な
も
の
を
通
じ
て
､
表
現
す
る
主
体
で
あ
る
著
者
の
精
神
自
体
が
主
題
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
超
越
論

的
文
学
｣
は
､
表
現
の
う
ち
に
表
現
す
る
主
体
が
と
も
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
｢
批
判
的
｣
な
あ
り
方
を
と
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
が
｢
批
判
的
｣
で
あ
る
た
め
に
は
､
表
現
の
主
体
が
｢
芸
術
的
に
反
射
し
美
し
く
自
己
を
映
し
出
す
こ
と
｣
と
､
｢
詩

作
能
力
の
詩
的
な
理
論
の
た
め
の
超
越
論
的
な
素
材
や
予
行
演
習
｣
が
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
確
か
に
｢
超
越
論
的
文
学
｣
で
は
､
表
現

す
る
主
体
の
存
在
が
主
題
化
さ
れ
る
が
､
著
者
の
精
神
が
単
独
で
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
表
現
さ
れ
る
個
体
(
理
想
的
な
も
の
)
を
通
し
て
間

接
的
に
主
題
化
さ
れ
告
そ
う
す
る
と
､
表
現
さ
れ
る
個
体
と
表
現
す
る
著
者
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
｡
こ
の
間
題
と
は
.
､
端
的
に
言
う
と
芸
術
作
品
に
お
け
る
｢
表
現
｣
と
は
何
か
､
｢
詩
作
能
力
｣
.
と
は
な
に
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
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問
い
に
作
品
の
内
部
で
理
論
的
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
､
→
超
越
論
的
文
学
｣
は
表
現
す
る
主
体
を
も
表
現
す
る
｢
批
判
的
｣
文
学
た
り
待

る
､
そ
の
よ
う
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
香
で
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
(
ほ
)
｡

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
に
お
け
る
｢
超
越
論
的
文
学
｣
論
の
構
造
は
お
お
よ
そ
解
明
さ
れ
た
が
､
こ
こ
で
前
節

と
の
関
連
で
あ
え
て
問
う
て
お
き
た
い
の
は
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
に
お
い
て
絶
村
的
な
も
の
､
な
い
し
無
限
な
も
の
は
表
現
さ
れ
る
の
か
､
表
現
さ

れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
一
三
番
と
二
三
八
番
と
を
結
び
つ
け
て
読
む
と
､
｢
超
越
論
的
文

学
｣
に
お
い
て
絶
村
的
な
も
の
､
な
い
し
無
限
凄
も
の
と
言
え
る
の
は
､
表
現
す
る
主
体
で
あ
る
著
者
の
精
神
の
内
部
で
｢
成
長
し
き
っ
て
成
熟
し

た
｣
宇
宙
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
､
シ
ラ
ー
お
よ
び
｢
研
究
論
｣
序
論
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
(
一
-
一
､
二
)
が
｢
情
感
文
学
｣
に
求
め

た
倫
理
的
な
理
想
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
｡
ま
た
こ
れ
は
､
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
二
-
二
)
に
お
け
る
｢
無
限
定
な
も
の
｣
で
あ
る
｢
存
在
と
思
考
｣

の
稔
体
と
し
て
の
運
命
と
人
間
性
と
も
異
な
る
｡
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
の
場
合
､
運
命
と
人
間
性
と
は
抗
争
状
態
に
あ
り
､
人
間
は
自
己
に
と
っ
て
敵
対

的
な
運
命
に
圧
倒
さ
れ
､
そ
れ
を
た
だ
認
識
す
る
こ
と
に
追
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
､
｢
超
越
論
的
文
学
｣
の
場
合
､
宇
宙
は
著
者
の
精
神
の
内
部
で

成
長
し
成
熟
す
る
の
で
あ
っ
て
､
著
者
の
精
神
と
宇
宙
と
は
切
り
離
し
が
た
い
一
体
性
を
な
す
｡

四
､
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
〓
八
〇
〇
)
に
お
け
る
｢
情
感
的
な
も
の
｣

本
節
で
は
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ケ
ム
断
片
集
｣
か
ら
二
年
後
に
公
に
さ
れ
た
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
に
お
け
る
｢
情
感
的
｣
概
念
を
分
析
す
る
｡

第
二
節
お
よ
び
第
三
節
で
見
た
よ
う
に
､
｢
情
感
的
｣
概
念
は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
い
て
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
の
､
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ

ム
断
片
｣
一
三
番
で
は
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
理
想
｣
の
用
語
法
を
非
難
す
る
た
め
に
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
た
｡
お
そ
ら
く
シ
ラ
ー
と
の
違

い
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
｢
情
感
文
学
｣
に
代
え
て
｢
超
越
論
的
文
学
｣
と
い
う
表
現
を
作
り
だ
し
､
そ
れ
に

よ
っ
て
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の
絶
村
的
同
一
性
を
目
指
す
文
学
を
表
そ
う
と
し
た
｡
で
は
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
は
ど
や
よ
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う
な
意
味
合
い
で
｢
情
感
的
｣
概
念
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
書
簡
の
書
き
手
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は

(
既
に
本
稿
の
序
に
お
い
て
見
た
よ
う

に
)
｢
私
た
ち
に
対
し
て
情
感
的
な
素
材
を
空
想
的
な
形
式
で
表
現
す
る
も
の
こ
そ
が
ま
さ
に
ロ
マ
ン
的
で
す
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は

そ
の
一
節
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
｢
情
感
的
な
も
の
｣
を
規
定
し
て
い
る
｡

206

｢
で
は
情
感
的
な
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
｡
感
情
が
､
そ
れ
も
感
覚
的
な
感
情
で
は
な
く
精
神
的
な
感
情
が
支
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
私
た
ち

に
語
り
か
け
て
く
る
も
の
で
す
｡
こ
れ
ら
の
感
情
全
て
の
源
泉
と
魂
は
愛
(
L
i
e
b
e
)
で
あ
り
､
愛
の
精
神
は
ロ
マ
ン
的
文
学
に
お
い
て
至
る
と

こ
ろ
で
不
可
視
的
可
視
的
に
漂
っ
て
い
ま
す
｡
先
の
定
義
は
こ
の
こ
と
を
言
う
べ
き
も
の
で
す
｡
デ
ィ
ド
ロ
が
『
運
命
論
者
』
の
中
で
非
常
に

陽
気
に
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
､
近
代
人
の
文
学
で
は
､
格
言
詩
か
ら
悲
劇
に
至
る
ま
で
､
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
も
恋
の
情
熱
(
d
i
e
g
a
-
邑
e
n

P
a
s
s
i
O
n
e
n
)

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
､
こ
の
恋
の
情
熱
は
情
感
的
な
も
の
と
し
て
は
最
低
の
も
の
で
､
む
し
ろ
言
う
な
れ
ば
､
こ

れ
は
け
っ
し
て
例
の
精
神
の
外
面
を
な
す
文
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
､
場
合
に
よ
っ
て
は
無
で
あ
り
､
あ
る
い
は
な
に
か
と
て
も
愛
ら
し
く
な

く
愛
を
欠
い
た
も
の
で
す
｡
情
感
的
な
も
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､
音
楽
の
響
き
に
お
い
て
私
た
ち
に
触
れ
る
､
神
聖
な
息
吹
で
す
｡

[
…
]

こ
の
神
聖
な
息
吹
は
無
限
の
存
在
で
あ
り
､
そ
の
関
心
が
個
人
･
出
来
事
･
状
況
･
個
別
の
性
向
に
の
み
執
着
す
る
こ
と
は
決
し
て
あ

り
ま
せ
ん
｡
詩
人
に
と
っ
て
こ
れ
ら
仝
で
の
こ
と
は
､
そ
れ
が
い
か
に
密
接
に
彼
の
魂
を
つ
つ
ん
で
い
よ
う
と
も
､
よ
り
高
い
も
の
､
無
限
な

も
の
へ
の
示
唆
(
冥
n
d
q
已
己
n
g
)
に
過
ぎ
ま
せ
ん
し
､
単
丁
氷
遠
の
愛
の
象
形
文
字
(
H
-
e
r
O
g
-
葛
b
e
)
､
そ
し
て
､
形
成
す
る
自
然
の
神
聖
な
生

命
の
充
溢
(
d
i
e
b
e
i
-
i
g
e
L
e
b
e
n
s
2
-
e
d
e
r
b
i
-
d
e
n
d
e
n
N
a
旨
)

の
象
形
文
字
に
過
ぎ
ま
せ
ん
｣

(
芥
>
-
-
い
い
い
〇

｢
情
感
的
な
も
の
｣
は
､
｢
愛
｣
を
そ
の
｢
源
泉
と
魂
｣
と
す
る
よ
う
な
｢
精
神
的
な
感
情
｣
が
支
配
す
る
文
学
に
お
い
て
読
者
に
語
り
か
け
る
｢
神

聖
な
息
吹
｣
で
あ
り
､
こ
の
よ
う
な
文
学
が
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
で
あ
る
〈
1
6
)
｡
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
よ
れ
ば
こ
の
場
合
の
｢
愛
｣
は
､
感
覚
的
な
も

の
で
は
な
く
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
､
恋
愛
と
い
っ
た
個
別
的
具
体
的
な
も
町
は
そ
の
最
も
低
い
段
階
に
あ
る
｡
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
い
う
｢
無
限



な
存
在
｣
に
浸
透
さ
れ
て
い
る
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
お
い
て
､
人
物
､
払
来
事
な
ど
の
個
別
的
な
描
写
の
村
象
は
､
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
で
は

な
い
｡
こ
れ
は
｢
よ
り
高
い
も
の
､
無
限
な
も
の
示
唆
｣
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
｡
で
は
そ
の
｢
よ
り
高
い
も
の
､
無
限
な
も
の
｣
の
内
実
は
何
だ

ろ
う
か
｡
そ
の
表
現
の
す
ぐ
後
で
､
｢
単
一
永
遠
の
愛
｣
お
よ
び
｢
形
成
す
る
自
然
の
神
聖
な
生
命
の
充
溢
｣
が
言
及
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
先
の
引

用
全
体
の
文
脈
を
考
慮
す
る
と
､
｢
愛
｣
は
｢
よ
り
高
い
も
の
､
無
限
な
も
の
｣
そ
の
も
の
で
は
な
く
､
個
別
的
な
対
象
と
無
限
な
も
の
と
の
間
の
指

示
関
係
を
目
指
す
感
情
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
さ
ら
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
他
の
テ
ク
ス
ト
も
参
照
す
る
と
､
｢
愛
｣
と
い
う
言
葉
は
､
有

限
な
存
在
が
自
ら
に
欠
け
て
い
る
無
限
な
も
の
々
求
め
る
感
情
を
指
す
こ
と
が
明
確
に
な
る
(
1
7
)
｡
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
お
い
て
個
別
的
な
描
写
対

象
が
示
唆
す
る
無
限
な
も
の
は
､
｢
形
成
す
る
眉
然
｣
の
｢
生
命
の
充
溢
｣
で
あ
る
と
特
定
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
｡

｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
お
い
て
個
別
的
な
描
写
対
象
は
い
か
な
る
仕
方
で
｢
象
形
文
字
｣
と
な
っ
て
｢
形
成
す
る
自
然
｣
の
｢
生
命
の
充
溢
｣
を

示
唆
す
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
を
理
解
す
る
上
で
､
｢
文
学
に
つ
い
て
の
会
話
｣
か
ら
の
以
下
の
一
節
が
手
掛
か
り
と
な
る
(
登
場
人
物
の
一
人
口
タ

ー
リ
オ
(
L
O
巨
象
0
)

の
発
言
)
｡

｢
芸
術
の
神
聖
な
戯
れ
は
全
て
､
世
界
の
無
限
な
戯
れ
(
訂
亡
n
e
邑
i
c
b
e
S
p
i
e
-
d
巾
r
責
呈
､
つ
ま
り
永
遠
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
芸
術
作
品

(dasewigsichse-bstbi-dende芦ns君rk)の遠く離れた模像盲ヨeNacbbi-ぎgen)に他なりません｣(更Ⅰ〓呈

こ
の
一
節
で
｢
世
界
の
無
限
な
戯
れ
｣
は
｢
永
遠
に
自
己
を
形
成
す
る
芸
術
作
品
｣
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
先
に
見
た
引
用
に
お
け

る
｢
形
成
す
る
自
然
の
神
聖
な
生
命
の
充
溢
｣
に
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
｡
こ
の
ロ
タ
ー
リ
オ
の
発
言
で
重
要
な
の
は
､
芸
術
は
自
然

が
自
己
自
身
を
形
成
す
る
動
的
な
過
程
を
模
倣
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
す
る
と
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
お
け
る
個
別
的
な
描
写
対
象
も
､
そ

の
描
写
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
通
じ
て
､
自
然
が
自
己
自
身
を
形
成
す
る
過
程
を
模
倣
し
､
そ
れ
ゆ
え
に
｢
形
成
す
る
自
然
｣
の
生
命
を
示
唆
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
｡
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
を
読
み
進
め
る
と
､
そ
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
｡
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ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
.
に
.
お
け
る
･
｢
想
像
力
｣

(
d
-
e
F
呂
t
邑
e
)
お
よ
び
｢
空
想
的
な
も
の
｣
(
d
説
F
呂
-
a
s
t
i
s
c
h
e
)
の
意
義
を
論
じ

て
い
る
｡

208

｢
想
像
力
(
F
巴
許
諾
i
e
)
だ
け
が
こ
の
愛
の
謎
を
把
え
謎
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
そ
し
て
こ
の
謎
め
い
た
も
の
が
､
全
て
の
詩
的

表
現
の
形
式
に
お
け
る
空
想
的
な
も
の
(
計
F
当
家
i
s
c
b
e
)
の
源
泉
な
の
で
す
｡
想
像
力
は
全
力
で
自
己
を
表
現
し
よ
う
上
し
ま
す
が
､
自
然

の
領
域
に
お
い
て
神
的
な
.
も
の
(
d
琵
G
冨
c
h
e
)
は
間
接
的
に
し
カ
伝
達
表
現
さ
れ
ま
せ
ん
｡
そ
れ
ゆ
え
､
も
と
も
と
想
像
力
で
あ
っ
た
も

の
の
う
ち
､
現
象
け
世
界
に
残
っ
て
い
る
の
は
私
た
ち
が
機
知
(
W
i
旦
と
呼
ぶ
も
の
だ
け
で
す
｣
(
臣
Ⅰ
Ⅰ
い
呈

こ
こ
で
｢
こ
の
愛
の
謎
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
､
個
別
的
な
描
写
対
象
が
｢
象
形
文
字
｣
と
し
て
無
限
な
も
の
を
示
唆
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
｡

こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
､
有
限
な
も
の
に
よ
る
無
限
な
も
の
の
指
示
と
い
う
関
係
を
成
立
さ
せ
る
の
は
､
想
像
力
の
仕
事
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
想
像

力
が
描
写
対
象
を
形
成
す
る
動
的
な
過
程
が
､
自
熱
の
自
己
形
成
過
程
の
似
姿
と
な
る
と
い
う
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
･
｡
し
か
し
先
の

引
用
に
よ
れ
ば
､
｢
自
然
の
領
域
に
お
い
▼
て
神
的
な
も
の
は
間
接
的
に
し
か
伝
達
･
表
現
さ
れ
ま
せ
ん
｣
｡
こ
こ
で
｢
自
然
｣
と
言
わ
れ
る
の
は
､
自

己
形
成
す
る
動
的
な
自
然
で
は
な
く
､
形
成
さ
れ
た
事
物
と
し
て
の
感
覚
可
能
な
自
然
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
事
物
と
し
て
の
静
的
な

自
然
(
｢
現
象
の
世
界
｣
)
に
と
っ
て
は
､
自
然
の
形
成
作
用
の
み
な
ら
ず
､
想
像
力
に
よ
る
形
成
作
用
も
ま
た
い
わ
ば
｢
神
的
な
も
の
｣
で
あ
っ
て
､

直
接
表
現
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
い
｡
想
像
力
の
形
成
作
用
は
作
品
の
表
面
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
｢
機
知
｣
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
｡
こ
こ
で

｢
機
知
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
､
一
七
九
九
年
の
小
説
･
『
ル
ソ
ィ
ン
デ
』

(
ト
罵
､
3
計
)
の
表
現
を
参
照
す
る
な
ら
ば
､
芸
術
作
品
に
お
い
て
想

像
力
に
よ
る
｢
分
割
と
結
合
｣
の
結
果
｢
形
成
･
案
出
･
変
容
･
維
持
｣
さ
れ
る
諸
形
態
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
〈
1
8
〉
｡

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
｢
空
想
附
な
も
の
｣
の
内
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
→
で
は
両
者
の
関
係
は
一
体
ど

の
よ
う
な
も
の
.
か
｡
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
.
で
は
｢
情
感
的
な
も
の
｣
が
｢
素
材
｣
､
｢
空
想
的
な
も
の
｣
が
｢
形
式
｣
と
さ
れ
て
い
た
が
､
あ
る



未
公
刊
断
片
に
よ
れ
ば

｢
小
説
の
素
材
(
精
神
)
は
情
感
的
で
あ
る
べ
き
で
､
形
式
(
文
字
)
は
空
想
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
｣
(
ロ
i
e
M
a
t
e
計
(
d
e
r
G
e
i
s
t
)
d
e
s
R
｡
ヨ
a
n
S

sOニsentim巾n邑sein盲eFO∃

(derBucbs各e)

許已監tisぎ)

(
声
>
×
V
〓
x
-
宣
)

と
さ
れ
､
両
者
が
｢
精
神
｣
と
｢
文
字
｣
の
関
備
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
別
の
断
片
で
は
｢
ロ
マ
ン
的
な
も
の
｣
に
お
け
る
｢
基
調
｣

舌
n
)
は
｢
情
感
的
な
じ
の
｣
に
求
め
ら
れ
｢
生
成
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
｣
(
g
e
n
e
-
i
s
c
b
b
計
a
c
h
-
e
-
)
こ
れ
に
｢
空
想
的
な
も
の
｣
が
加
わ
る
､

と
さ
れ
て
い
る
(
更
X
≦
v
い
峯
｡
｢
情
感
的
な
も
の
｣
は
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
は
｢
素
材
｣
と
さ
れ
て
い
る
が
こ
れ
は
｢
精
神
｣
｢
基
調
｣

と
言
い
換
え
ら
れ
る
べ
き
も
･
の
で
あ
っ
て
､
描
写
さ
れ
る
個
別
吋
村
象
と
い
ケ
意
味
で
の
素
材
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
｢
空
想
的
な
も

の
｣
は
こ
の
｢
精
神
｣
｢
基
調
｣
に
作
品
と
し
て
の
具
体
的
な
形
琴
(
｢
文
字
｣
)
を
与
え
て
｢
ロ
マ
ン
的
な
も
の
｣
を
生
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら

に
別
の
断
片
で
は
線
的
に
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
｢
空
想
的
な
も
の
｣
は
不
可
分
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
六
ゝ
∴
不
く
ー
く
盗
)
｡
一
人
〇
三
年
か
ら
翌

年
に
か
け
て
の
｢
ヨ
一
口
γ
パ
文
学
講
義
｣
(
箋
i
s
s
e
n
s
c
h
a
芝
e
r
e
亡
r
O
p
巴
s
c
h
e
n
L
i
-
e
r
a
ぎ
ユ
で
は
愛
自
体
が
､
｢
単
な
る
感
情
で
は
な
く
､
感
情
一

般
と
想
像
力
と
の
結
合
､
つ
ま
り
空
想
的
な
感
情
あ
る
い
は
感
じ
ら
れ
た
想
像
力
(
e
i
n
p
b
当
家
i
s
c
h
e
s
G
e
穿
-
｡
d
e
r
g
e
穿
-
t
e
P
h
邑
a
s
i
e
)
で
あ
る
｣

(
更
X
-
登
と
さ
れ
て
い
る
｡
愛
は
｢
情
感
的
な
も
の
｣
と
｢
空
想
的
な
も
の
｣
と
の
統
一
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
〈
1
9
)
｡

■
本
稿
の
前
節
ま
で
の
議
論
と
比
較
し
て
､
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
論
じ
ら
れ
る
｢
ロ
マ
ン

的
文
学
｣
に
お
い
て
も
､
.
個
別
的
な
も
の
が
無
限
な
も
の
､
絶
村
的
な
も
の
を
表
現
す
る
と
い
う
構
造
が
見
出
さ
れ
､
こ
れ
は
｢
研
究
論
｣
序
論
の

｢
情
感
文
学
｣
お
よ
び
｢
ア
･
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
｣
二
三
八
番
の
｢
超
越
論
的
文
学
｣
に
も
共
通
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
の
場
合
｢
無

限
な
も
の
｣
あ
る
い
は
｢
神
的
な
も
の
｣
は
､
｢
形
成
す
る
自
然
の
神
聖
な
生
命
の
充
溢
｣
と
さ
れ
る
が
､
自
然
の
形
成
作
用
の
動
的
な
過
程
が
主
題

化
さ
れ
て
い
･
る
こ
と
は
､
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
､
(
シ
ラ
ー
お
よ
び
｢
研
究
論
｣
序
論
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
)
｢
情
感
文
学
｣
､
｢
超
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越
論
的
文
学
｣
の
ど
れ
と
比
べ
て
も
新
た
な
論
点
で
あ
る
｡
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
は
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
の
作
品
そ
れ
自
体
よ
り
も
む
し

ろ
作
品
を
形
成
す
る
想
像
力
が
重
要
に
な
る
｡
ゆ
え
に
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
の
静
的
な
あ
り
方
の
う
ち
に
は
も
は
や
想
像
力
そ
れ
自
体
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
ず
､
｢
機
知
｣
が
残
る
だ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
う
な
る
と
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
℃
す
な
わ
ち
､
形
成
さ
れ
た
後
の
作
品
を
受
容
す
る
行
為
に
は
一
体

ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
､
と
い
う
疑
問
で
あ
る
｡
こ
の
疑
問
に
答
え
る
手
掛
か
り
は
､
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
展

関
し
て
い
る
｢
小
説
の
理
論
｣
の
構
想
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
に
よ
れ
ば
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
が
繁
栄
し
た
の
は
｢
古
い
近
代

人
､
つ
ま
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
､
.
セ
ル
ヴ
ア
ン
テ
ス
､
イ
タ
リ
ア
文
学
｣
に
お
い
て
で
あ
っ
て
､
十
人
世
紀
末
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
ア
ン
ト
ー
ニ

オ
に
と
っ
て
そ
の
時
代
(
｢
騎
士
と
愛
と
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
時
代
｣
)
は
遠
く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
(
芥
>
i
〓
い
u
)
垂
｡
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
自
分

の
時
代
に
期
待
す
る
の
は
ジ
ャ
ン
ル
の
若
返
り
で
あ
る
｡
そ
し
て
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
の
若
返
り
と
し
て
構
想
さ
れ
る
の
が
｢
小
説
の
理
論
｣
で
あ

る
｡
そ
の
際
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
ド
イ
ツ
語
T
h
e
O
記
.
の
語
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
t
h
e
O
r
e
5
.
に
遡
っ
て
､
｢
理
論
｣
と
は
｢
穏
や
か
で
晴
れ
や
か
な
心

情
の
全
体
を
も
っ
て
対
象
を
精
神
的
に
直
観
す
る
こ
と
(
e
i
n
e
g
e
i
s
t
i
g
e
旨
s
c
h
a
u
u
n
g
)
｣
と
規
定
し
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
そ
の
よ
う
な
小
説
の
理
論
は
そ
れ
自
体
小
説
で
あ
っ
て
､
想
像
力
の
あ
ら
ゆ
る
永
遠
の
響
き
を
空
想
的
に
再
現
し
曾
d
e
n
e
w
i
g
e
n
ざ
n
d
e
r

『
巨
富
i
e
許
n
訂
t
i
s
c
h
w
i
e
d
e
扁
e
b
e
n
)
､
騎
士
の
世
界
の
混
沌
を
も
う
一
度
掻
き
混
ぜ
る
こ
と
で
し
ょ
う
｡
そ
こ
で
は
古
い
存
在
が
新
た
な
形
態

で
生
き
る
で
し
ょ
う
し
､
ダ
ン
テ
の
神
聖
な
影
が
冥
界
か
ら
立
ち
上
り
､
ラ
ウ
ラ
は
私
た
ち
の
前
で
天
上
的
存
在
へ
と
変
容
す
る
こ
と
で
し
ょ

う
｡
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
セ
ル
ヴ
ア
ン
テ
ス
と
親
し
く
会
話
を
交
わ
す
で
し
ょ
う
｡
そ
し
て
サ
ン
チ
ョ
は
改
め
て
ド
ン
･
キ
ホ
ー
テ
を
か
ら
か

う
こ
と
で
し
ょ
う
｣
人
界
A
【
l
山
霊
)
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こ
こ
で
｢
理
論
｣
な
い
し
｢
精
神
的
直
観
｣
と
い
わ
れ
て
い
る
事
態
は
作
品
の
受
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
引
用
か
ら
分
か
る
よ
う
に
､



｢
小
説
｣
を
受
容
す
る
こ
と
は
､
受
容
者
の
想
像
力
に
よ
っ
て
作
品
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
も
と
も
と
の
作
品
を
形
成
し
た
想
像
力
の
働

き
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
際
に
は
も
と
も
と
の
作
品
の
登
場
人
物
の
み
な
ら
ず
著
者
の
精
神
も
空
想
的
な
造
形
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
｡
こ

う
し
た
受
容
の
行
為
は
新
し
い
｢
小
説
｣
を
書
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
想
像
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
後
の
作
品
は
､
受
容
者
の
想
像
力
に
よ
っ

て
新
た
に
形
成
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
､
自
然
の
動
的
な
形
成
過
層
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡

｢
小
説
の
理
論
｣
で
は
著
者
の
想
像
力
と
受
容
者
の
想
像
力
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
が
､
翻
っ
て
こ
の
関
係
は
自
然
の
形
成
作
用
と
著
者
の
想

像
力
と
の
関
係
に
も
通
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
形
成
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
外
的
な
自
然
を
著
者
は
一
個
の
｢
小
説
｣
と
し

て
見
る
の
で
は
な
い
だ
ケ
つ
か
｡
こ
の
こ
と
五
っ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
､
｢
情
感
的
な
も
の
｣
の
特
性
に
つ
い
て
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
が
語
る
一

節
を
参
照
し
よ
う
｡
古
代
文
学
と
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
の
差
異
を
論
じ
る
文
脈
の
中
で
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
情
感
的
な
も
の
に
お
い
て
は
仮
象
と
現
実
､
戯
れ
と
真
面
目
と
の
差
異
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
[
…
]
ロ
マ
ン
的
文
学
は
全
く

歴
史
的
な
基
盤
に
立
っ
て
い
ま
す
｣

(
六
A
I
-
い
い
土

古
代
文
学
は
現
実
と
仮
象
と
を
厳
密
に
区
別
す
る
が
ゆ
え
に
､
虚
構
に
固
執
し
､
歴
史
的
な
事
実
を
扱
う
の
を
避
け
た
が
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
で
は

そ
の
反
対
に
､
い
か
に
変
形
さ
れ
よ
う
と
も
現
実
の
出
来
事
が
素
材
と
な
っ
て
い
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
･
｢
情

感
文
学
｣
と
の
関
連
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
い
て
､
無
関
心
的
な
｢
客
観
的
文
学
｣
と
､
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
と
し
て

の
｢
情
感
文
学
｣
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
｡
し
か
し
｢
情
感
文
学
｣
と
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
と
の
間
に
は
差
異
も
あ
る
｡
｢
研
究

論
｣
序
論
に
お
い
て
｢
情
感
文
学
｣
は
｢
個
体
的
な
も
の
の
表
現
｣
に
よ
っ
て
｢
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
｣
を
目
指
す
が
､
そ
の
目
的
は
｢
理
想
的
な
も

の
｣
が
個
体
と
し
て
あ
た
か
も
現
実
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
が
歴
史
的
事
実
に
依

拠
す
る
理
由
は
､
歴
史
自
体
が
自
然
の
所
産
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
｡
自
然
の
形
成
作
用
の
所
産
は
､
歴
史
的
事
実
と
し
て
現
れ
る
が
､
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そ
の
際
に
動
的
な
過
程
そ
れ
自
体
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
｡
｢
小
説
の
理
論
｣
に
お
い
て
想
像
力
の
作
用
が
想
像
力
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
よ
う
に
､

歴
史
が
想
像
力
に
よ
っ
て
作
り
替
え
ら
れ
流
動
的
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
･
つ
て
､
そ
の
歴
史
を
形
成
し
た
自
然
の
動
的
な
過
程
が
再
現
さ
れ
る
､
こ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

212

結語

本
稿
で
検
討
し
て
き
た
シ
ュ
レ
･
-
ゲ
ル
の
文
学
理
論
の
変
遷
を
､
=
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
主
題
化
さ
れ
る
無
限
な
も
の
､
絶
対
的
な
も
の
に
即
し
て

整
理
し
て
お
こ
う
｡
｢
研
究
論
｣
の
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
に
お
い
て
｢
無
限
定
な
も
の
｣
と
さ
れ
た
の
は
｢
存
在
と
思
考
｣
の
総
体
と
し
て
の
運
命
と
人

間
性
で
あ
り
､
こ
れ
は
認
識
論
的
な
全
体
性
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
運
命
と
人
間
性
と
は
抗
争
関
係
に
あ
り
､
人
間
は
運
命
に
圧
倒
さ
れ

て
行
為
の
力
を
失
っ
て
い
る
も
の
と
し
で
描
か
れ
る
｡
シ
ラ
ー
は
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
に
お
い
て
｢
情
感
文
学
｣
を
理
想
と
現
実

と
の
関
係
を
主
題
化
す
る
文
学
と
性
格
づ
け
､
理
想
の
表
現
を
｢
絶
村
的
な
も
の
の
表
現
｣
と
呼
ん
だ
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
理
論
を
｢
研
究
論
｣

序
論
で
取
り
あ
げ
た
が
､
.
彼
が
再
定
式
化
し
た
･
｢
情
感
文
学
｣
と
は
､
個
体
的
な
も
の
の
表
現
を
通
じ
て
理
想
に
現
実
性
の
｢
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
｣
一

を
与
え
る
文
学
で
あ
り
､
｢
絶
対
的
な
も
の
の
表
現
｣
と
｢
絶
対
的
な
表
現
｣
(
シ
ラ
ー
に
お
け
る
｢
素
朴
文
学
｣
と
｢
情
感
文
学
｣
)
と
を
統
合
し
た

も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
に
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
シ
ラ
ー
の
｢
理
想
｣
概
念
に
個
体
性
の
契
機
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
｡
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ

ム
断
片
集
｣
に
お
け
る
｢
超
越
論
的
文
学
｣
は
､
個
体
と
し
で
の
理
想
(
｢
理
想
的
な
も
の
｣
と
｢
現
実
的
な
も
の
｣
の
絶
村
的
同
一
性
)
を
表
現
す

る
の
で
あ
ヶ
､
こ
の
理
想
は
世
界
を
映
し
出
す
モ
ナ
ド
的
個
体
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
表
現
さ
れ
た
理
想
は
､
表
現
す
る
著
者

の
精
神
と
い
う
､
､
よ
り
高
次
の
モ
ナ
ド
の
似
姿
を
な
し
､
著
者
の
精
神
の
中
で
｢
成
長
し
き
っ
て
成
熟
し
て
い
る
｣
宇
宙
を
指
し
示
す
と
い
う
役
割

を
担
っ
て
い
た
｡
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
で
｢
無
限
な
も
の
｣
.
な
い
し
･
｢
神
的
な
も
の
｣
と
は
｢
形
成
す
る
自
然
｣
の
動
的
な
過
程
で
あ
る
｡
有

限
な
も
.
町
が
上
れ
を
指
し
示
そ
う
と
希
求
す
る
こ
と
が
｢
愛
｣
で
あ
り
､
.
こ
こ
に
シ
ュ
レ
ー
ダ
ル
は
｢
情
感
的
な
も
の
｣
を
見
出
す
｡
そ
し
て
そ
の



希
求
を
実
現
す
る
の
は
想
像
力
で
あ
り
､
そ
の
結
果
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
は
｢
空
想
的
な
も
の
｣
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
の
頂
点
に
位
置
付
け
た
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
に
お
い
て
､
人
間
は
運
命
か
ら
疎
外
さ
れ
自
然
の
全
体
性
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
孤
独
な
個
体
で
あ
っ
た
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
シ
ラ
ー
の
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣

の
用
語
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
こ
の
分
裂
を
克
服
し
て
個
体
性
と
無
限
性
と
を
媒
介
す
る
芸
術
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
情
感
的
な
も
の
｣
か

ら
｢
超
越
論
的
文
学
｣
を
経
て
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
に
お
け
る
｢
情
感
的
な
も
の
｣
に
至
る
ま
で
､
そ
の
よ
う
な
狙
い
を
持
っ
て
い
る
点
で
彼
は
首

尾
一
貫
し
て
い
る
｡
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
､
シ
ラ
ー
の
理
論
は
個
体
性
と
無
限
性
と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ラ
ー
お
よ
び
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
､
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
全
集
か
ら
引
用
し
､
【

】
内
の
略
号
に
よ

っ
て
示
す
｡

ヨ
A
】
幹
ミ
訂
3
寿
ヽ
訂
.
古
き
邑
ぎ
嘆
計
.
B
e
甲
V
O
n
l
u
-
i
戻
P
e
t
e
r
s
e
n
.
写
s
g
.
v
O
n
L
i
e
s
e
-
0
芳
B
-
u
m
e
n
旨
-
u
･
B
e
呂
O
V
O
ロ
W
i
e
s
e
･
卓
e
i
ヨ
胃
-
苫
○
持

【
芥
A
】
苧
旨
c
訂
･
守
､
Q
賢
c
テ
幹
b
､
厨
巴
ゝ
∈
童
計
.
冨
感
.
V
O
n

EヨSt

Beh-er巨ter

M
i
言
i
r
打
巨
g
く
O
n

le琶乙acques旨ste#u･H呂S

E
i
c
b
n
e
r
･

P
a
d
e
r
b
O
コ
】
亡
.
a
｣
や
ぃ
0
0
躍

略
号
の
あ
と
の
大
文
字
ロ
ー
マ
数
字
は
全
集
の
巻
数
を
､
算
用
数
字
は
頁
数
を
示
す
｡
た
だ
し
､
不
A
X
≦
お
よ
び
芥
A
X
≦
Ⅰ
-
に
限
っ
て
､
小
文
字

ロ
ー
マ
数
字
と
算
用
数
字
と
に
よ
っ
て
未
公
刊
断
片
の
番
号
を
示
す
｡

ま
た
原
著
者
に
よ
る
強
調
は
､
引
用
の
際
に
訳
文
で
は
傍
点
で
示
し
､
原
文
で
は
斜
体
で
示
す
｡
[

】
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
｡

以
下
の
邦
訳
を
参
照
し
た
｡
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シ
ラ
ー
人
石
原
達
二
訳
)

『
美
学
芸
術
論
集
』

冨
山
房
百
科
文
庫
一
九
七
三
年

F
n
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

(
山
本
走
祐
編
訳
)

『
ロ
マ
ン
派
文
学
論
』

冨
山
房
百
科
文
庫
一
九
七
人
年

山
本
･
平
野
他
訳

『
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
』

(
『
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
派
全
集

第
十
二
巻
』
)

国
書
刊
行
会
一
九
九
〇
年

註

T
)
こ
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
代
表
町
論
考
と
し
て
以
下
を
参
照
｡
l
a
阜
〓
賀
S
R
O
b
O
子
宮
b
】
e
g
e
-
s
u
n
d
S
c
h
i
ニ
e
岩
野
p
-
i
打
a
u
r
(
〈
曾
e
r
e
ニ
e
d
e
s
A
n
c
i
e
コ
S
e
t
d
e
s

MOdOヨeS)〉㌧-n‥de声‥ト旨岩､モ領C空cき内包訂き一q毒訂､､喜.Fヨ詩才ユa.M.-ヨ〇.S.S⊥票.

(
2
)
<
g
】
.
E
i
c
b
n
e
r
〉
H
§
S
‥
;
ゴ
e
S
u
p
p
O
S
e
d
【
n
2
e
n
c
e
O
f
S
c
h
i
ニ
e
r
}
s
昏
q
ヽ
喜
ぎ
§
q
完
ミ
ぎ
3
邑
ぎ
訂
b
宣
旨
貞
O
n
F
.
S
c
h
-
e
g
e
-
一
s
昏
m
r
計
叫
ぎ
軋
ぎ
ヨ
計
r

『
訂
c
｣
ぎ
c
訂
3
き
邑
㌔
-
コ
‥
⊇
q
G
巾
∃
§
訂
碧
v
､
内
裏
ざ
=
○

(
-
漂
-
)
.
p
p
.
N
笠
･
山
笠
.

(3)｢OV官学AきurO∴;SchiニerぢdきeGenesisOfGe∃呂ROヨaコticisヨ..二n‥de声‥野卑ュミ訂篭賢Q導旦昏声｢○コdOコ一芸00.pp.NS･N当.(
4
)
シ
ラ
ー
は
｢
素
朴
文
学
と
情
感
文
学
に
つ
い
て
｣
の
中
で
､
s
e
n
t
i
∋
e
n
邑
で
は
な
く
S
3
t
i
ヨ
昌
邑
i
s
c
h
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
る
の
に
対
し
て
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

の
テ
ク
ス
ト
で
は
s
巾
コ
t
i
ヨ
e
コ
邑
i
s
c
h
で
は
な
く
一
貫
し
て
s
e
コ
t
i
ヨ
e
n
邑
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
二
つ
の
表
記
の
間
に
意
味
上

の
差
異
を
想
定
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
｡

(
5
)

例
え
ば
ポ
ー
ル
ハ
イ
ム
は
､
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
に
お
け
る
｢
情
感
的
｣
概
念
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
シ
ラ
ー
へ
の
依

存
関
係
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
若
き
F
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
し
か
妥
当
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
自
身
の
意
図
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
我
々
は
そ
う

し
た
問
い
を
意
識
的
に
排
除
で
き
る
｣
｡
(
p
O
-
h
e
i
ヨ
}
K
a
r
T
ぎ
コ
⊇
d
‥
b
訂
ゝ
⊇
訂
一
軒
㌧
ゝ
邑
c
き
⊇
§
軋
b
村
内
3
き
一
字
､
q
資
c
b
幹
ミ
鵡
各
き
巴
声
P
a
d
e
さ
○
⊇
-
麗
チ
S
.

】
u
N
)

<
g
-
.
E
i
c
ぎ
e
J
H
ぢ
S
‥
㍉
ユ
e
d
ユ
c
h
S
c
h
-
e
g
e
-
s
ゴ
e
O
計
d
e
r
r
O
ヨ
邑
i
s
c
h
e
コ
P
O
乱
巾
.
.
こ
n
‥
∋
､
q
賢
c
才
幹
b
､
童
乳
§
軋
軋
訂
ぎ
蔓
､
訂
Q
r
､
内
邑
莞
r
恕
､
､
(
毒
e
g
e
d
e
r

FO崇huコg

B
d
.
筈
ヱ
.
D
a
∃
S
已
t
-
遷
仏
.
S
.
｢
芯
.
≦
O
b
e
J

H
e
i
n
z
･
D
i
e
t
e
r
‥
守
､
乱
･
賢
哲
古
村
童
註
こ
ぎ
3
h
N
箋
計
ミ
Q
甘
Q
邑
q
=
.
･
S
､
3
告
ぎ
貞
望
N
§

ヽ
ビ
3
き
～
Q
､
拐
ミ
Q
3
h
計
､
へ
計
r
ト
､
､
q
､
d
旨
､
料
｢
聖
和
､
ヨ
､
恥
.
し
F
ゝ
､
さ
S
貞
計
ミ
.
M
辞
n
c
h
e
n
-
¢
｣
い
.
S
.
N
-
0
0
.

(
且
シ
ラ
ー
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
論
考
の
枠
組
み
に
つ
い
て
､
簡
便
に
は
小
田
部
胤
久
｢
芸
術
の
逆
説
-
近
代
美
学
の
成
立
』
(
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
一
年
)

第
二
章
第
二
節
お
よ
び
第
三
章
第
三
節
を
参
照
｡
ま
た
｢
研
究
論
｣
の
歴
史
哲
学
が
内
包
し
て
い
る
矛
盾
と
そ
れ
が
持
っ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙

稿
で
検
討
を
加
え
て
い
る
｡
｢
r
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
研
究
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
『
イ
ロ
ニ
ー
の
欠
如
†
-
最
初
期
F
n
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
の
歴
史
哲
学
｣
(
日



本
シ
ェ
リ
ン
グ
協
会
編
丁
ン
エ
リ
ン
グ
年
報
｣
第
十
二
号

晃
洋
葦
居

二
〇
〇
三
年
一
〇
六
-
一
一
七
頁
)
｡

(
7
)

シ
ラ
ー
は
先
の
引
用
に
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
最
初
の
場
合
心
情
は
内
的
な
抗
争
の
力
に
よ
っ
て
､
つ
ま
り
活
力
あ
る
運
動
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
し
､
第
二
の
場
合
心
情
は
内
的
な
生
の
調
和
に
よ

っ
て
､
つ
ま
り
活
力
あ
る
安
息
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
｡
第
三
の
場
合
抗
争
は
調
和
と
交
替
し
､
安
息
は
運
動
と
交
替
す
る
｡
こ
の
三
種
類
の
感
情
の
状

態
が
三
つ
の
異
な
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
成
立
さ
せ
る
が
､
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
風
刺
詩
､
牧
歌
､
悲
歌
と
い
う
使
い
古
さ
れ
た
名
前
が
ぴ
っ
た
り
と
対
応

す
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
名
前
を
つ
け
ら
れ
た
詩
に
よ
っ
て
心
情
が
い
か
な
る
気
分
へ
移
行
す
る
の
か
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
､
そ
れ
ら
の
詩
が
こ
の
気
分
を
も

た
ら
す
さ
い
の
手
段
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
の
こ
と
で
烏
る
が
｣
(
N
A
X
火
会
舎

(
8
)
こ
の
引
用
に
お
け
る
｢
私
｣
と
は
､
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
初
め
て
知
っ
た
こ
ろ
の
若
き
シ
ラ
ー
を
指
し
て
い
る
｡

(
9
)
こ
の
際
｢
美
的
｣
に
.
｢
普
遍
的
な
も
の
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
､
後
の
｢
美
的
悲
劇
｣
に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
す
る
と
､
｢
叙
情
的
な
も
の
｣
と
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
ヰ
っ
｡
註
1
0
参
照
｡

(
1
0
)
｢
関
心
を
惹
く
文
学
｣
な
い
し
｢
特
性
描
写
的
文
学
｣
の
頂
点
が
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
で
あ
る
こ
と
は
､
｢
美
し
い
文
学
｣
あ
る
い
は
｢
客
観
的
文
学
｣
の
頂
点
が

｢
美
的
悲
劇
｣
(
具
体
的
に
は
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ッ
テ
イ
カ
悲
劇
)
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
｡
｢
美
的
悲
劇
は
美
し
い

文
学
の
完
成
で
あ
り
､
純
粋
に
叙
情
的
な
要
素
か
ら
な
り
､
そ
の
最
終
的
帰
結
は
最
高
度
の
調
和
で
あ
る
｣
(
芥
A
】
N
阜
｡
｢
哲
学
的
悲
劇
｣
は
｢
美
的
悲
劇
｣

の
正
反
対
を
な
す
｡

(
‖
)
六
§
､
叶
寿
ヽ
訂
ゝ
訂
計
象
m
ぎ
雷
電
養
q
訂
B
e
r
ニ
n
-
苫
N
串
B
d
.
い
.
S
.
諾
い
･

(
1
2
)
A
.
a
.
〇
.
B
d
.
u
.
S
.
N
U
U
.

(
n
)
確
か
に
シ
ラ
ー
は
､
｢
素
朴
な
性
格
｣
は
｢
情
感
的
な
性
格
｣
と
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
｢
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
他
方
の
性
格
を
極
端
へ
向
か
う
こ
と
か
ら

守
る
｣
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
統
合
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
｢
国
民
階
層
｣
(
≦
訂
k
-
琵
巾
)
は
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
単
な
る
理
念

で
あ
り
事
実
と
し
て
は
存
在
し
な
い
(
Z
A
賃
葺
)
｡
そ
の
よ
う
な
階
層
が
存
在
し
て
い
な
い
現
在
に
お
い
て
は
､
い
か
な
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
｢
鳳

体
性
｣
を
目
指
す
の
か
｢
理
想
性
｣
(
【
d
邑
i
呈
を
目
指
す
の
か
詩
人
は
は
っ
き
り
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
､
｢
完
全
性
と
い
う
目
標
に
達
し

て
い
な
い
限
り
､
両
方
の
要
求
[
個
体
性
と
理
想
性
]
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
､
両
方
を
同
時
に
損
な
う
も
っ
と
も
確
実
な
行
き
方
で
あ
る
｣
か
ら

で
あ
る

(
N
A
X
X
ミ
ニ
｡

(
1
4
)
｢
ア
テ
ネ
ー
ウ
ム
断
片
集
｣
の
な
か
で
､
｢
理
想
的
な
も
の
｣
と
｢
現
実
的
な
も
の
｣
と
の
関
係
に
お
い
て
個
体
を
主
題
化
す
る
断
片
と
し
て
､
と
り
わ
け
｢
構

想
｣
(
p
且
賢
)
に
つ
い
て
の
断
片
(
第
二
二
番
更
l
=
急
こ
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
｢
構
想
｣
に
対
す
る
感
覚
厄
､
｢
理
想
的
な
も
の
と
現
実
的

な
も
の
と
の
結
合
あ
る
い
は
分
離
｣
を
問
題
と
す
る
が
ゆ
え
に
､
｢
歴
史
的
精
神
の
超
越
論
的
な
部
分
｣
(
d
e
r
旨
一
玩
N
e
n
d
巾
n
邑
｡
B
e
s
ぎ
d
t
e
i
;
e
s
h
i
s
t
O
ユ
s
c
h
e
コ
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G
e
i
s
t
e
s
)
で
あ
る
｡
｢
完
全
な
構
想
｣
は
､
｢
分
割
不
可
能
な
生
き
た
個
体
｣
(
賢
u
コ
t
e
i
-
b
a
r
e
s
u
n
d
】
旨
コ
d
i
g
e
s
t
コ
号
i
d
u
u
ヨ
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
断

片
は
個
体
と
し
て
の
理
想
に
つ
い
て
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
思
想
を
歴
史
哲
学
的
に
定
式
化
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
､
詳
し
い
検
討
は
別
の
機
会
を

期
し
た
い
｡

(
1
5
)
前
節
と
の
関
連
で
明
ら
か
な
の
は
､
文
学
が
｢
芸
術
的
に
反
射
し
美
し
く
自
己
を
映
し
出
す
こ
と
｣
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
､
古
代
に
関
し
て

は
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
け
る
｢
叙
情
的
な
も
の
｣
の
例
と
ほ
ほ
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
研
究
論
｣
序
論
に
お
い
て
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
叙
情
的
な
も
の
｣

に
お
い
て
は
｢
無
限
な
も
の
を
目
指
す
努
力
｣
か
｢
個
々
の
対
象
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
無
限
な
も
の
を
目
指
す
｣
(
不
A
【
り
〓
こ
と
述
べ
て
い
た
｡
こ
れ

は
著
者
の
精
神
が
表
現
の
対
象
を
超
越
し
で
け
る
事
態
を
指
⊥
て
い
る
が
､
ゲ
ー
テ
の
作
品
に
つ
い
て
も
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
契
機
を
指
摘
し
て
い

る
｡
一
七
九
八
年
の
批
評
｢
ゲ
ー
テ
の
マ
イ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
｣
(
-
}
ぎ
e
r
G
O
蔓
e
s
M
e
i
s
t
e
r
J
で
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
ゲ
ー
テ
の
｢
イ
ロ
ニ
ー
｣
に
言
及
し
て
い

る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
(
不
A
〓
-
い
ご
ー
｣
当
)
､
｢
研
究
論
｣
に
も
同
様
の
指
摘
が
見
出
さ
れ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
第
三
節
を
参
照
｡

(
1
6
)
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
に
お
い
て
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
､
｢
小
説
と
は
ロ
マ
ン
的
な
本
で
す
｣
(
E
i
コ
R
O
∋
a
n
i
s
t
e
i
コ
r
O
ヨ
p
乏
i
s
c
h
e
s
ぎ
c
h
.
)
(
芥
A
【
〓
い
い
)
と
述

ベ
､
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
(
d
i
e
r
O
ヨ
a
コ
t
i
s
c
h
e
P
O
e
S
i
e
)
と
｢
小
説
｣
(
d
爪
r
R
O
ヨ
弓
)
と
を
同
義
の
表
現
と
し
て
用
い
て
い
る
｡
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
こ
れ
ら
の
表
現

に
よ
っ
て
､
現
在
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
名
の
も
と
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
広
い
範
囲
を
指
し
て
い
る
｡
例
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
も
ア
ン
ト
一

ニ
オ
は
｢
ロ
マ
ン
的
文
学
｣
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
当
時
の
｢
小
説
｣
概
念
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
｡
E
i
c
h
コ
e
r
u

H
a
コ
S
‥
一
}
F
計
d
ユ
c
h
S
c
b
k
g
e
】
s
ゴ
ー
e
O
計
d
巾
r
r
O
ヨ
a
n
t
i
s
c
h
e
コ
P
O
e
S
i
e
.
;

(
1
7
)
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
一
七
九
七
年
の
｢
批
判
的
断
片
集
｣
(
}
}
賢
t
i
s
c
h
e
F
r
a
g
ヨ
e
n
t
e
｡
い
わ
ゆ
る
｢
リ
ユ
ツ
エ
ー
ウ
ム
断
片
集
｣
一
}
｢
y
C
空
ヨ
S
･
F
磨
∋
e
コ
t
e
;
)

の
断
片
第
六
九
番
に
お
い
て
､
欠
如
を
感
じ
自
ら
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
予
感
す
る
感
覚
の
こ
と
を
｢
プ
ラ
ト
ン
的
エ
ロ
ス
｣
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
(
不
A
〓
-
u
巴
｡

ま
た
｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
講
義
｣
(
本
文
の
後
の
部
分
で
触
れ
る
)
で
も
､
愛
は
｢
精
神
的
な
も
の
､
無
限
な
も
の
､
神
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
方
向
性
に
そ
の

高
次
の
際
だ
っ
た
特
性
を
持
っ
て
い
る
｣

(
芥
A
X
-
訟
)
と
述
べ
て
い
る
｡

(
1
8
)
『
ル
ツ
イ
ン
デ
』
の
｢
礼
儀
知
ら
ず
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
(
一
≧
e
習
計
<
O
n
針
F
r
e
c
h
h
e
i
ユ
と
い
う
章
で
は
｢
精
神
｣
と
｢
文
字
｣
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
想
像

力
の
｢
魔
法
｣
が
記
述
さ
れ
て
い
る
｡
主
人
公
ユ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
擬
人
化
さ
れ
た
｢
機
知
｣
は
以
下
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
｡

｢
若
死
の
炎
を
純
粋
か
つ
生
の
ま
ま
伝
達
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
㌔
私
の
同
伴
者
で
あ
る
友
人
[
擬
人
化
さ
れ
た
｢
機
知
｣
]
の
聞
き
慣
れ
た
声
が
言
っ

た
｡
r
世
界
と
そ
の
永
遠
の
諸
形
態
(
d
i
O
宅
e
】
t
u
コ
d
i
h
r
e
e
w
i
g
e
コ
G
e
s
邑
t
e
コ
)
を
､
新
た
な
分
割
と
結
合
と
の
絶
え
間
な
い
交
替
の
う
ち
で
(
i
∋
S
t
e
t
昌
一
言
c
h
s
e
】

コ
e
亡
e
r
→
r
e
ヨ
亡
コ
g
e
n
u
コ
d
£
∃
堅
u
コ
g
e
n
)
形
成
し
､
案
出
し
､
変
容
さ
せ
､
維
持
し
な
さ
い
▼
(
b
i
-
d
e
〉
e
基
コ
d
e
〉
<
e
ヨ
a
コ
d
-
e
u
コ
d
e
き
a
-
t
O
)
｡
文
字
(
d
e
r
ぎ
c
h
s
t
a
b
e
)

の
内
に
精
神
(
d
巾
r
G
e
i
s
t
)
を
包
み
込
み
拘
束
し
な
さ
い
｡
真
の
文
字
は
万
能
で
あ
り
本
来
の
魔
法
の
杖
だ
｡
真
の
文
字
と
は
､
高
次
の
魔
術
師
で
あ
る
想
像
力

の
圧
倒
的
な
慈
恵
が
､
そ
れ
を
使
っ
て
充
溢
し
た
自
然
の
崇
高
な
混
沌
に
触
れ
､
無
限
の
言
葉
富
民
u
コ
e
n
d
】
i
c
b
e
責
)
ユ
)
を
明
る
み
へ
と
呼
び
出
す
も
の
だ
｡
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こ
の
無
限
の
言
葉
は
神
的
な
精
神
の
似
姿
に
し
て
鏡
で
あ
っ
て
､
こ
れ
を
死
す
べ
き
人
間
た
ち
は
宇
宙
(
U
コ
i
く
e
碧
ヨ
)
と
呼
ぶ
と
(
至
<
呈

精
神
と
は
こ
の
引
用
で
は
｢
不
死
の
炎
｣
を
指
す
と
言
え
る
が
､
そ
の
精
神
が
伝
達
さ
れ
る
た
め
に
は
､
こ
れ
を
｢
包
み
込
み
拘
束
す
る
｣
媒
体
で
あ
る
文
字

が
必
要
で
あ
る
｡
文
字
と
は
こ
の
引
用
に
即
し
て
言
え
ば
､
｢
世
界
と
そ
の
永
遠
の
諸
形
態
｣
.
を
指
す
｡
想
像
力
が
｢
圧
倒
的
な
窓
意
｣
を
も
っ
て
こ
の
文
字
に

よ
り
｢
充
溢
し
た
自
然
の
崇
高
な
混
沌
｣
に
接
触
す
る
と
､
｢
無
限
の
言
葉
｣
が
呼
び
出
さ
れ
る
｡
こ
の
｢
無
限
の
言
葉
｣
が
｢
神
的
な
精
神
｣
の
｢
似
姿
に
し

て
鏡
｣
で
あ
っ
て
､
｢
宇
宙
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
宇
宙
す
な
わ
ち
｢
無
限
の
言
葉
｣
を
形
成
す
る
こ
と
が
､
想
像
力
の
｢
魔
法
｣
な
の
で
あ
る
｡
一
七
九
九
年
の

未
公
刊
断
片
に
､
｢
言
葉
は
有
限
で
あ
り
無
限
に
な
ろ
う
と
意
志
す
る
｡
精
神
は
無
限
で
あ
り
有
限
に
な
ろ
う
と
意
志
す
る
｣
(
至
X
く
≡
三
箋
)
と
い
う
も

の
が
あ
る
が
､
想
像
力
こ
そ
が
こ
の
意
志
を
実
現
す
る
｡
つ
ま
り
想
像
力
は
言
葉
と
精
神
と
を
結
合
し
て
｢
無
限
の
言
葉
｣
を
形
成
す
る
｡
そ
う
す
る
こ
と
で

言
葉
は
無
限
.
に
な
り
､
.
精
神
は
有
限
に
な
る
｡
.
こ
の
引
用
と
｢
小
説
に
つ
い
て
の
書
簡
｣
に
お
け
る
想
像
力
論
と
を
対
応
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
､
精
神
す
な
わ

ち
｢
不
死
の
炎
｣
が
｢
情
感
的
な
も
の
｣
､
宇
宙
な
い
し
｢
無
限
の
言
葉
｣
が
｢
空
想
的
な
も
の
｣
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
｢
検
知
｣
概
念
に
つ
い
て
は
､
木
村
覚
｢
判
断
力
か
ら
検
知
へ
-
カ
ン
ト
と
㌣
ン
ユ
レ
ー
ゲ
ル
､
世
紀
転
換
期
の
美
学
の
一
断
面
｣

(
r
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
J
第
十
号

晃
洋
書
房

二
〇
〇
二
年
一
〇
九
-
一
二
一
頁
)
を
参
照
｡

(
1
9
)
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
想
像
力
に
つ
い
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
､
一
八
〇
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
ケ
ル
ン
講
義
｢
哲
学
の

発展｣(.告En冒ick-ungdミトilOSOpトieJにおいてである1それによれば｢想像力｣(Eiコー=d亡ng～k邑).は､｢事物(dieDiコge)すなわち客
観
的
世
界
の
法
則
に
全
く
束
縛
さ
れ
な
い
｣
自
由
な
能
力
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
想
像
力
が
つ
く
り
出
す
｢
像
｣
(
d
民
B
i
一
d
)

と
は
､
｢
自
我
の
所
産
で
あ
り
､
自
我
が
物
す
な
わ
ち
非
我
(
d
g
N
i
c
h
エ
c
h
)
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
産
出
す
る
対
抗
的
事
物
(
e
i
n
G
e
g
苧
D
i
コ
g
)
｣
だ

か
ら
で
あ
る
｡
想
像
力
が
最
も
自
由
な
の
は
｢
詩
作
｣
(
D
i
c
h
t
e
n
)
に
お
い
て
で
あ
り
､
詩
作
に
お
け
る
｢
恋
意
的
な
配
列
｣
と
｢
素
材
の
恋
意
的
な
案
出
｣
は

想
像
力
の
高
度
の
自
由
を
立
証
す
る
(
更
X
≡
琵
)
｡
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
想
像
力
論
に
つ
い
て
､
そ
の
歴
史
的
背
景
も
含
め
て
詳
し
く
は
､
仲
正
昌
樹
r
モ

デ
ル
ネ
の
葛
藤
-
ド
イ
ツ
･
ロ
マ
ン
主
義
の
(
花
粉
)
か
ら
デ
リ
ダ
の
(
散
種
)
へ
｣
(
御
茶
の
水
書
房

二
〇
〇
一
年
)
第
Ⅳ
章
を
参
照
｡
ケ
ル
ン
講
義
を
い

わ
ゆ
る
初
期
ロ
マ
ン
主
義
の
芸
術
論
読
解
の
た
め
に
参
照
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
､
本
稿
で
は
そ
れ
を
検
討
す
る
余
裕
が
な
い
｡

(
空
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
は
｢
ロ
マ
ン
的
想
像
力
の
本
来
の
中
心
に
し
て
核
心
｣
(
d
炭
e
i
g
e
邑
i
c
-
e
N
巾
コ
ぎ
ヨ
盲
r
不
e
ヨ
d
e
r
3
ヨ
a
コ
ー
i
s
c
h
e
n
F
a
コ
星
e
)
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
に
置
く
(
不
A
〓
い
ぃ
い
)
｡
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