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佐
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第
三
章

私
が
生
れ
て
こ
の
か
た
明
暗
法
に
つ
い
て
理
解
し
た
こ
と
の
す
べ
て
.
(
承
前
)

私
の
見
た
肖
像
画
の
な
か
に
､
ル
･
シ
ュ
ウ
ー
ル
の
描
い
た
一
点
が
あ
る
｡
君
が
見
れ
ば
､
人
物
の
右
手
は
画
布
の
外
に
は
み
出

し
て
い
て
額
縁
の
上
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
､
と
断
言
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
特
に
､
パ
レ
･
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
に
あ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
『
洗

者
聖
ヨ
ハ
ネ
誕
脚
と
足
に
見
ら
れ
る
あ
の
魔
術
的
効
果
は
､
人
々
の
間
で
大
評
判
で
あ
る
Q
こ
の
種
の
垂
術
の
妙
技
は
､
あ
ら
ゆ

富
民
族
の
も
と
で
､
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
ジ
訝
描
い
た
ア
ル
ル
カ
ン
か
ス
カ
ラ
ム
ッ
シ
ュ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
､

手
に
し
た
提
灯
は
身
体
か
ら
半
フ
ィ
ー
ト
は
ど
浮
き
上
っ
て
ぃ
た
｡
ラ
･
ト
ウ
ー
ル
の
描
い
た
頭
部
で
､
そ
の
周
囲
を
ぐ
る
っ
と
見

て
ま
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
シ
ャ
ル
ダ
ン
や
､
あ
る
い
は
ロ
ラ
ン
●
ド
●
ラ
●
ポ
ル
顔
作
品

で
あ
っ
て
さ
え
も
､
グ
ラ
ス
や
果
物
や
酒
び
ん
の
間
に
す
き
ま
が
あ
っ
て
､
空
気
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
が
､

ど
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
ア
ベ
レ
ス
の
『
富
を
お
と
す
ジ
ュ
ピ
テ
ル
誕
腕
は
画
朴
の
外
へ
と
と
び
出
し
､
不
敬
度
な
者
､
虐
神

乃
の
徒
を
威
脅
し
､
彼
の
頭
の
方
へ
突
き
出
て
い
た
｡
お
そ
ら
く
巨
匠
に
し
て
は
じ
め
て
､
ア
エ
ネ
ァ
ス
を
つ
つ
む
雲
を
切
り
裂
き
､

信
じ
や
す
く
従
順
な
カ
ル
タ
ゴ
の
女
王
に
見
え
た
そ
の
ま
ま
に
､
彼
の
姿
を
私
に
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
｡
す

な
わ
ち
､

‥



(
い
う
よ
り
早
く
)

身
を
掩
う
､
雲
は
破
れ
て
打
ち
ひ
ら
け
､

あ
た
り
は
き
れ
い
な
大
気
の
毎

和

こ
の
一
切
を
も
っ
て
し
て
も
､
こ
れ
が
明
暗
法
の
最
も
重
要
な
部
分
､
困
難
な
部
分
で
は
な
い
｡
重
要
か
つ
困
難
な
の
は
次
の
点

に
あ
る
｡チ
エ
イ
ル
リ
ー
な
ど
の
木
立
の
間
の
散
歩
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
か
ら
､
こ
の
前
の
三
つ
の
風
景
を
記
述
し
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
至

る
ま
で
､
デ
ィ
ド
ロ
の
語
っ
て
い
た
の
は
決
し
て
絵
画
で
は
な
い
｡
絵
画
術
か
ら
見
れ
ば
､
絵
筆
を
と
る
前
の
観
察
と
言
っ
て
も

よ
い
が
､
む
し
ろ
端
的
に
自
然
体
験
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
け
る
光
と
影
が
色
彩
と
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
､
｢
全
般
的
な
魅
力
｣
を

か
も
し
だ
す
さ
ま
を
捉
え
て
い
た
｡
こ
こ
で
､
話
題
は
大
き
く
変
る
｡
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

(
厳
密
に
言
え
ば
､
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス

の
引
用
ま
で
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
)
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
､
絵
画
に
お
け
る
立
体
感
の
表
現
で
あ
る
｡
そ
の
表
現
は
､
だ
ま
し
絵
の

よ
う
な
も
の

(
ル
･
シ
ュ
ウ
ー
ル
)

か
ら
静
物
画
の
本
格
的
な
表
現
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
､
伝
説
上
の
ア
ベ
レ
ス
の
表
現
で
は
､

立
体
感
は
観
賞
者
に
対
す
る
作
品
の
迫
力
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
人
々
は
こ
の
よ
う
な
立
体
的
表
現
を
大
い
に
は
め
そ

や
す
し
､
た
し
か
に
､
雲
の
中
か
ら
ア
エ
ネ
ア
ス
が
姿
を
現
わ
す
と
い
う
よ
う
な
光
景
を
描
く
に
は
巨
匠
の
技
傾
が
必
要
で
あ
ろ

う
｡
そ
し
て
､
こ
の
立
体
感
の
表
現
が
明
暗
法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
､
明
ら
か
で
あ
る
｡
明
暗
法
に
関
し
て
最
も
目
立

つ
効
果
が
立
体
感
の
表
現
で
あ
る
､
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
だ
が
､
そ
の
本
領
は
こ
こ
に
あ
か
わ
け
で
は
な
い
､
と
い
う
の
が
デ
ィ

ド
ロ
の
主
張
で
あ
る
｡
以
下
に
そ
の
本
領
､
言
い
か
え
れ
ば
明
暗
法
の
最
も
難
し
い
点
が
論
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
､
そ
の
中

で
､
当
然
､
こ
れ
以
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
､
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は

期
待
し
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡



カ
ヴ
ァ
リ
エ
顔
不
可
分
な
も
の
の
幾
何
学
に
お
け
る
よ
う
に
､
画
面
の
全
奥
行
が
､
方
向
は
問
わ
ず
､
無
限
に
小
さ
な
無
数
の
平

面
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
､
と
し
て
み
よ
う
｡
難
し
い
の
は
､
こ
れ
ら
の
平
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
､
そ
し
て
､
そ
れ
ら
の
平
面
に

あ
る
物
体
の
無
限
に
小
さ
な
薄
片
の
そ
れ
ぞ
れ
に
､
光
と
影
を
正
し
く
分
配
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
す
べ
て
の
光
の

飴
相
互
の
響
き
あ
い
､
反
射
で
あ
る
｡
こ
の
効
果
が
生
み
出
さ
れ
る
と
､
(
だ
が
ど
こ
で
､
い
つ
生
み
出
さ
れ
る
の
か
)
､
目
は
ひ
き

と
め
ら
れ
､
じ
つ
と
見
つ
め
る
｡
画
面
の
な
か
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
満
足
し
､
い
た
る
と
こ
ろ
に
視
線
を
注
ぐ
｡
前
へ
進
み
､
の
め

り
込
み
､
ま
た
戻
っ
て
く
る
｡
一
切
が
結
び
あ
い
､
一
体
を
な
し
て
い
る
｡
垂
術
と
垂
術
家
の
こ
と
は
忘
れ
去
ら
れ
る
｡
目
の
前
に

あ
る
の
は
､
も
は
や
画
布
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
自
然
で
あ
る
｡
宇
宙
の
一
部
分
な
の
で
あ
る
｡

論
旨
は
明
瞭
で
あ
る
｡
だ
が
､
註
解
を
要
す
る
点
が
二
つ
あ
る
｡
一
つ
は
｢
奥
行
｣
と
い
う
こ
と
､
も
う
一
つ
は
｢
光
の
響
き

あ
い
(
㌢
h
O
)
｣
の
概
念
で
あ
る
｡
先
ず
第
一
の
点
を
考
え
よ
う
｡
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
､
明
暗
法
の
難
し
い
点
と
し
て
奥
行
の
次

元
の
表
現
の
こ
と
を
と
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
｡
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
と
り
上
げ

て
い
た
立
体
感
の
表
現
も
ま
た
､
奥
行
の
次
元
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
｡
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
｡
特
に
･
静
物
画
に
お
け
る
諸

対
象
の
間
の
す
き
間
の
表
現
の
ど
と
き
は
､
必
ず
し
も
だ
ま
し
絵
的
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
､
こ
の
違
い
を
確
認
す
る
こ
と

は
大
切
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
わ
れ
わ
れ
の
今
取
り
上
げ
て
い
る
パ
ラ
グ
･
ラ
フ
を
少
し
注
意
深
く
読
み
直
し
て
み
る
な
ら
ば
､
画
面

の
全
体
性
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
｡
｢
画
面
の
全
奥
行
(
㌻
已
恥
-
a

p
r
O
f
O
n
d
e
u
r
)
｣
､
｢
い

た
る
と
こ
ろ
｣
､
｢
一
切
が
結
び
あ
い
､
一
体
を
な
し
て
い
る
(
→
O
u
t

e
S
t

〓
m
-
t
O
u
t

t
i
e
n
t
.
)
｣
な
ど
の
表
現
に
そ
れ

が
窺
わ
れ
態
こ
の
よ
う
窒
体
の
一
体
性
､
言
い
か
え
れ
ば
体
系
性
は
自
然
の
特
質
で
あ
る
か
ら
､
最
後
に
｢
こ
れ
は
絵
で
は

な
く
自
然
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
る
の
は
､
当
然
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
模
倣
説
の
核
心
で
あ
る
こ
と
は
､

デ
ッ
サ
ン
を
主
題
と
す
る
第
一
章
に
お
い
て
見
た
通
り
で
あ
る
｡
特
に
デ
ィ
ド
ロ
の
｢
体
系
性
｣
が
表
層
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る

三



四

と
い
う
注
目
す
べ
き
特
質
(
A
そ
の
2
∀
六
-
八
頁
､
二
五
-
二
七
頁
)

に
照
ら
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
光
と
影
は
ま
さ
に
対
象

の
表
面
を
あ
や
な
す
戯
れ
で
あ
る
か
ら
(
A
そ
の
4
V
一
七
-
一
八
頁
で
指
摘
し
た
前
置
詞
.
､
s
u
r
､
､
の
用
法
を
思
い
起
こ
そ
う
)
､

明
暗
法
こ
そ
､
こ
の
体
系
性
に
関
す
る
本
質
的
な
表
現
契
機
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
こ
で
､
前
の
段
落
と
の
関
連
の

問
題
に
戻
る
な
ら
､
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
､
奥
行
の
次
元
を
細
分
し
､
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
な
光
と
影
の
量
を
割
り

あ
て
る
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
明
暗
法
は
そ
の
結
果
と
し
て
､
描
写
対
象
の
立
体
感
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
は

あ
く
ま
で
全
体
性
の
な
か
の
一
部
分
で
あ
る
｡
こ
れ
に
ひ
き
か
え
前
の
段
落
で
語
ら
れ
て
い
た
立
体
感
は
､
多
く
の
例
に
お
い
て
､

局
部
的
な
効
果
で
あ
っ
た
｡
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
､
目
立
つ
効
果
で
あ
り
､
人
々
の
喝
釆
を
博
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
､
こ
の
よ
う
な
表
現
を
斥
け
て
､
デ
ィ
ド
ロ
が
明
暗
法
の
よ
り
本
質
的
な
表
現
と
し
て
､

画
面
全
体
に
及
ぶ
言
わ
ば
有
機
的
な
表
現
を
呈
示
し
た
意
図
は
､
容
易
に
理
解
で
き
る
｡
静
物
画
に
お
い
て
も
､
デ
ィ
ド
ロ
が
念

頭
に
置
い
て
い
た
の
は
､
全
体
的
効
果
で
あ
っ
た
､
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡

｢
光
の
響
き
あ
い
｣

に
つ
い
て
は
､
二
つ
目
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
註
解
の
な
か
で
､
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
の
『
コ
レ
ジ
ェ
ス
』
に
関
す

る
『
サ
ロ
ン
』
評
の
中
で
使
わ
れ
た
こ
の
概
念
を
引
用
し
､
説
明
し
て
お
い
た
(
前
稿
八
頁
)
｡
そ
し
て
そ
の
際
､
こ
の
概
念
が

本
章
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
主
題
､
す
な
わ
ち
物
体
が
相
互
に
｢
光
を
さ
え
ぎ
っ
た
り
､
反
射
光
を
与
え
た
り
す
る
｣
現
象
と
､
そ

れ
を
表
現
す
る
｢
段
階
的
配
分
法
｣
と
に
､
本
質
的
な
関
連
を
も
つ
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
お
い
た
｡
そ
の
解
釈
は
､
こ
の
パ
ラ

グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
構
成
の
点
か
ら
見
る
と
､
冒
頭
に
お
い
て
明
暗

法
の
最
も
重
要
な
点
が
テ
ー
ゼ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
て
､
そ
れ
が
少
し
角
度
を
変
え
て

(
冒
頭
に
あ
っ
た
の
は
｢
光
の
効
果
｣
と

の
対
比
だ
が
､
こ
こ
で
は
立
体
感
の
関
連
で
語
ら
れ
て
い
る
)
､
こ
こ
で
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

そ
れ
で
は
､
そ
の
中
間
に
置
か
れ
て
い
た
部
分
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
､
こ
の
点
を
も
注
意
し
な
が
ら
､
先
を
読
み
進

も･つ｡



そ
の
前
に
､
気
に
な
る
一
点
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
観
を
支
え
る
体
系
性
の
論
理
は
､
連
続
性
を
そ

の
特
徴
と
し
て
い
る
｡
｢
光
の
響
き
あ
い
｣
の
よ
う
な
概
念
は
､
こ
の
特
徴
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
奥
行

の
次
元
を
細
分
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
発
想
は
､
全
く
無
機
的
で
あ
っ
て
､
デ
ィ
ド
ロ
的
で
は
な
い
｡
た
だ
し
､
こ
れ
が
自
然
そ
の

も
の
の
構
造
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
､
そ
れ
を
表
現
す
る
上
で
の
技
法
的
な
工
夫
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
､
説
明
は
つ
く
｡
つ

ま
り
､
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
､
技
術
的
な
発
想
に
な
る
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
点
を
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
は
､
お
そ
ら

く
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

明
暗
法
を
理
解
す
る
第
一
歩
は
､
遠
近
法
の
規
則
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
｡
遠
近
法
は
､
い
ろ
い
ろ
な
物
体
の
部
分
々
々
を
､
近
く

%
に
見
せ
た
り
､
奥
ま
っ
て
見
せ
た
り
す
る
が
､
そ
の
手
だ
て
と
す
る
の
は
た
だ
､
物
体
の
大
き
さ
の
漸
減
だ
け
で
あ
り
､
そ
の
諸
部

分
の
投
影
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
諸
部
分
は
､
目
と
対
象
と
の
間
に
置
か
れ
た
一
つ
の
平
面
を
通
し
て
見
ら
れ
､
こ
の
平
面
自
体
か
､

或
い
は
対
象
の
向
う
側
に
想
定
さ
れ
た
平
面
に
写
し
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

画
家
た
ち
よ
､
遠
近
法
の
勉
強
の
た
め
に
多
少
の
時
間
を
さ
き
た
ま
え
｡
諸
君
ら
は
､
垂
術
の
実
践
が
容
易
に
か
つ
確
実
に
な
り
､

そ
の
よ
う
な
形
で
十
分
の
報
い
を
う
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
少
し
考
え
て
も
ら
え
ば
解
る
こ
と
だ
が
､
た
っ
ぷ
り
と
し
た
長
衣
に
す

%
っ
ぼ
り
と
つ
つ
ま
れ
た
預
言
者
の
身
体
も
､
彼
の
濃
い
ひ
げ
も
､
そ
の
額
で
逆
立
っ
て
い
る
髪
の
毛
も
､
そ
の
頭
部
を
神
々
し
く
見

せ
て
い
る
あ
の
風
変
り
な
頭
布
も
､
そ
の
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
､
多
面
体
と
同
じ
原
理
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
時
の
た
つ
う

ち
に
､
前
者
も
後
者
と
同
じ
よ
う
に
画
く
の
が
難
し
く
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
｡
諸
君
が
､
頑
の
な
か
で
平
面
の
数
を
増
せ
ば
増
す
は

ど
､
正
確
で
真
実
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
諸
君
の
技
巧
に
多
寡
の
条
件
を
一
つ
附
け
加
え
た
と
こ
ろ
で
､
生
気
の
な
い
も
の
に

な
り
は
し
な
い
か
な
ど
と
お
そ
れ
る
に
は
及
ば
な
い
･
｡

五



六

遠
近
法
は
､
対
象
の
形
の
見
え
方
､
あ
る
い
は
目
に
見
え
る
形
と
大
き
さ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
本
来
は
デ
ッ
サ
ン
や

構
図
に
関
わ
る
技
法
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
デ
ィ
ド
ロ
の
述
べ
て
い
る
内
容
に
も
､
格
別
に
明
暗
法
に
関
わ
る

よ
う
な
規
定
(
た
と
え
ば
､
距
離
と
光
の
量
の
関
係
な
ど
)
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
特
異
な
と
こ
ろ
は
､
遠
近
法
の

技
法
を
明
暗
法
の
修
業
に
適
用
し
た
と
い
う
一
点
に
絞
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
役
割
は
､
殆
ど
専
ら
､

一
つ
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
｢
無
限
に
小
さ
な
無
数
の
平
面
｣

(
八
二
-
八
三
行
)

の
説
明
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
前
の
註

解
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
の

｢
平
面
｣

の
技
法
的
な
性
格
は
､
今
や
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
れ
は
遠
近
法
か
ら
着
想
を
え
た
も
の
で

あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
特
に
右
の
九
〇
行
以
下
の
論
述
に
お
い
て
､
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
｡
｢
平
面
｣

の
数
を
増
や
し
て
ゆ
く

こ
と
は
､
描
写
対
象
を
奥
行
の
次
元
に
お
い
て
輪
切
り
に
し
て
ゆ
く
明
暗
法
の
デ
ィ
ド
ロ
的
技
法
の
場
合
に
は
有
効
性
を
持
っ
て

い
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
各
点
の
明
暗
の
規
定
が
よ
り
精
密
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
遠
近
法
に
つ
い
て
の
右
の

第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
で
デ
ィ
ド
ロ
の
語
っ
て
い
る
｢
平
面
｣

(
九
一
-
九
二
行
)

は
､
対
象
を
解
析
す
る
も
の
で
は
な
く
､

視
覚
像
の
結
ば
れ
る
平
面
､
投
影
面
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
平
面
の
数
を
増
や
し
た
と
こ
ろ
で
､
像
が
｢
正
確
か
つ
真
実
｣

に
な
る

わ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
遠
近
法
の
中
で
､
対
象
そ
の
も
の
の
奥
行
の
次
元
を
切
断
し
て
ゆ
く
平
面
の
あ
る

こ
と
は
､
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ま
さ
に

｢
大
き
さ
の
漸
減
｣
を
正
確
な
比
率
で
行
う
た
め
の
手
だ
て
で
あ
る
が
､
デ

イ
ド
ロ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
､
そ
の
よ
う
な
平
面
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
九
七
行
目
の

｢
平
面
｣
が
そ
の
よ
う
な
平
面

と
符
合
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
布
や
肉
体
や
毛
髪
の
質
感
の
表
現
を
支
え
る
明
暗
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
､
｢
大
き
さ
の
漸
減
｣

の
技
法
に
託
し
た
｡
つ
ま
り
徽
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
､
奥
行
方
向
に
お
け
る
光
と
影
の
変
化
を
､
で
き
る
だ
け
精
密
に
規
定
す

る
こ
と
で
あ
り
､
奥
行
の
変
化
を
精
密
に
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､
遠
近
法
を
思
い
起
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

細
か
な
二
つ
の
点
に
つ
い
て
､
二
言
し
て
お
き
た
い
｡
先
ず
一
つ
目
は
､
前
に
と
り
上
げ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
の
言
葉
だ
が
､

対
象
を
切
る
平
面
に
つ
い
て
､
｢
方
向
は
問
わ
ず
｣

(
0
0
行
)

と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
遠
近
法
の



体
系
か
ら
は
ず
れ
た
言
葉
で
あ
る
が
､
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
明
暗
の
度
合
を
規
定
す
る
の
に
好
都
合
な
方
向
で
切
る
､

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
遠
近
法
が
視
点
と
対
象
と
の
関
係
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
､
明
暗
法
は
､
何
よ
り
も
先
ず
対
象
と
光
源

と
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
差
違
の
自
ら
現
わ
れ
て
き
た
の
が
､
こ
の

｢
方
向
は
問
わ
ず
｣

で
あ
っ
た
､
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
｡

も
う
一
つ
は
､
九
六
行
目
に
出
て
く
る
｢
多
面
体
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
単
純
な
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
の
正
多
面
体
の
こ

と
で
あ
り
､
冒
頭
〓
付
目
に
あ
っ
た
｢
規
則
的
な
形
を
し
た
対
象
｣

の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
と
比
較
さ
れ
て
い
る
｢
預
言
者
｣

の

各
部
分
は
､
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
複
雑
な
形
を
し
て
お
り
､
そ
れ
に
加
え
て
質
感
の
点
で
も
､
光
の
反
射
の
具
合
が
捉
え
に
く
い

も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
｡

最
後
に
も
う
一
点
､
右
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
末
尾
で
､
こ
の
技
法
を
勧
め
る
デ
ィ
ド
ロ
が
､
そ
れ
に
よ
っ
て
｢
生
気
の
な
い
も
の

に
な
る

(竺re

f
r
O
i
d
)

｣

こ
と
は
な
い
と
断
じ
て
い
る
こ
と
は
､
妙
に
印
象
的
で
あ
る
｡
繰
り
返
し
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
､

ご
r
O
i
d
､
､
で
あ
る
こ
と
は
最
も
忌
む
べ
き
あ
り
方
で
あ
り
､
特
に
｢
手
法
｣

に
よ
り
か
か
っ
た
ア
カ
デ
､
､
､
ス
ム
の
特
徴
で
も
あ
っ

た
｡
こ
の
遠
近
法
と
い
う
無
機
的
な
技
法
が
､
い
か
に
し
て
そ
の
弊
害
を
免
れ
う
る
の
か
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
答
を
与
え
て
い
な
い
が
､

次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
よ
う
｡
｢
手
法
｣
は
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
対
象
像
そ
の
も
の
の
様
式
的
な
変
形
で
あ
り
､
決
定
的
な
歪

み
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
て
い
る
の
は
､
手
法
で
は
な
く
あ
く
ま
で
技
法
で
あ
る
｡
技
法
は
像
の
鋳

型
で
は
な
く
､
像
を
構
築
す
る
た
め
の
手
だ
て
で
あ
り
､
就
中
､
こ
こ
で
の
遠
近
法
は
､
細
部
を
よ
り
厳
密
に
捉
え
る
た
め
の
枠

組
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
そ
れ
は
､
手
法
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
観

察
の
た
め
の
､
観
察
を
精
緻
な
も
の
と
す
る
た
め
の
準
拠
枠
な
の
で
あ
る
｡

畑

タ
ブ
ロ
ー
の
全
般
的
な
色
彩
と
同
じ
く
､
全
般
的
な
光
に
も
調
子
が
あ
る
｡
光
が
強
く
鮮
烈
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
､
影
も
ま
た
そ

七



八

れ
だ
け
輪
郭
の
き
つ
い
､
明
確
な
､
そ
し
て
黒
々
と
し
た
も
の
に
な
る
｡
物
体
か
ら
光
源
を
少
し
ず
つ
遠
ざ
け
て
み
る
が
よ
い
｡
す

る
と
そ
の
物
体
の
明
る
さ
も
影
も
少
し
ず
つ
う
す
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
更
に
光
源
を
遠
ざ
け
る
な
ら
､
物
体
の
色
彩
は
単

調
な
調
子
と
な
り
､
そ
の
影
は
言
わ
ば
や
せ
細
っ
て
､
そ
の
輪
郭
も
見
分
け
ら
れ
な
い
は
ど
に
な
る
の
が
解
る
で
あ
ろ
う
｡
再
び
光

源
を
近
づ
け
る
な
ら
､
物
体
は
明
る
く
､
影
は
く
っ
き
り
し
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
た
そ
が
れ
ど
き
に
は
､
感
じ
ら
れ
る
よ
う

畑
な
光
の
効
果
も
殆
ど
な
く
な
り
､
見
分
け
ら
れ
る
個
物
の
影
も
殆
ど
全
く
な
い
｡
日
中
の
輝
く
太
陽
の
下
に
あ
る
自
然
の
風
景
と
､

曇
り
空
の
下
で
の
そ
の
同
じ
風
景
と
を
較
べ
て
見
る
が
よ
い
｡
前
者
の
場
合
に
は
光
も
影
も
強
い
が
､
後
者
の
場
合
に
は
一
切
が
か

す
か
で
灰
色
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
君
は
､
こ
の
二
つ
の
光
景
が
､
ま
た
た
く
間
に
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
っ
て
ゆ
く

の
を
､
幾
度
と
な
く
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
広
い
野
原
の
真
申
で
､
君
の
周
囲
は
不
動
で
静
か
な
の
に
､
大
気
の
上
の
方
を
吹
く

風
に
は
こ
ば
れ
て
厚
い
雲
が
､
知
ら
な
い
う
ち
に
太
陽
と
大
地
の
間
に
入
り
込
ん
で
く
る
と
き
に
起
る
こ
と
で
あ
態
す
る
と
一
切

1
1
0
の
も
の
が
突
如
と
し
て
輝
き
を
失
っ
て
し
ま
う
｡
陰
気
で
暗
く
単
調
な
或
る
色
あ
い
､
或
る
ヴ
ェ
ー
ル
が
急
に
､
場
面
に
落
ち
か
か

る
｡
鳥
た
ち
で
さ
え
驚
き
､
歌
を
や
め
て
し
ま
う
｡
雲
が
通
り
す
ぎ
て
し
ま
う
と
､
一
切
が
そ
の
輝
き
を
と
り
戻
し
､
鳥
は
ふ
た
た

び
さ
え
ず
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
｡

絵
画
の
色
彩
の
全
般
的
な
調
子
は
前
章
八
九
行
目
に
そ
の
語
句
が
出
て
お
り
､
そ
の
前
後
で
語
ら
れ
て
い
た
｡
そ
こ
で
は
調
子

の
弱
さ
が
決
し
て
欠
点
で
は
な
く
､
む
し
ろ
｢
調
和
｣
の
点
で
好
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
に
ひ
き
か
え
､
こ
こ
で
は
､
光

に
関
し
て
調
子
の
弱
さ
を
好
ま
し
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
は
見
ら
れ
な
い
｡
一
〇
四
行
目
の
｢
た
そ
が
れ
ど
き
(
a
u
c
r
か
･

p
u
s
c
已
e
)
｣
を
前
章
八
八
行
目
の
｢
夕
暮
れ
時
(
抄
-
a

c
h
亡
t
e

du

j
O
u
r

)
｣
と
比
較
し
て
み
る
と
､
こ
の
二
つ
の
語
句

の
指
し
て
い
る
も
の
に
差
異
は
み
と
め
ら
れ
な
い
が
､
前
章
に
お
け
る
｢
調
和
の
魔
術
的
効
果
｣
の
よ
う
な
長
所
は
､
こ
こ
に
は
読

み
と
り
が
た
い
｡
こ
の
点
は
､
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
｢
距
離
｣
の
効
果
に
関
す
る
論
旨
と
も
関
連
す
る
こ
と
に
相
違
な
い
｡
だ
が
､



少
く
と
も
今
問
題
に
し
て
い
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
､
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
､
色
彩
を
捨
象
し
て
､
光
に
つ
い
て
だ
け
語
ろ
う
と

す
る
態
度
が
み
と
め
ら
れ
る
｡
光
だ
け
を
抽
象
し
て
語
る
と
な
る
と
､
そ
の
効
果
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
に
注
目
す
る
わ
け
で
あ
り
､

従
っ
て
､
暗
さ
は
明
る
さ
に
対
し
て
ど
う
し
て
も
｢
単
調
｣
な
も
の
と
い
う
性
格
を
示
す
そ
と
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
色
彩

に
関
し
て
､
や
わ
ら
か
い
調
和
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
重
ん
じ
て
い
た
デ
ィ
ド
ロ
が
､
光
に
関
し
て
は
陽
光
の
友
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
｡
･
た
だ
し
､
色
彩
に
関
し
て
は
具
体
的
な
タ
ブ
ロ
ー
を
念
頭
に
置
い
て
語
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
､
こ
こ
で
は
自
然
の
風
景

が
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
も
､
光
だ
け
を
抽
象
し
て
語
ろ
う
と
す
る
意
図
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
､
本
章
に
お
い
て
風
景
の
記
述
が
目
立
つ
こ
と
も
､
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
に
相
違
な
い
｡

そ
こ
で
､
こ
の
風
景
の
記
述
で
あ
る
が
､
そ
の
文
章
の
詩
的
な
美
し
さ
は
別
と
し
て
､
自
然
の
捉
え
方
に
或
る
特
色
が
あ
る
よ

ぅ
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
例
の
全
体
的
な
体
系
性
の
反
映
と
見
る
こ
上
も
で
き
る
｡
地
上
に
立
つ
人
間
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
､

空
の
高
み
で
風
が
動
き
､
そ
れ
に
つ
れ
て
雲
が
動
く
｡
す
る
と
､
そ
の
雲
が
急
に
陽
光
を
遮
り
､
地
上
に
影
を
お
と
す
｡
す
る
と

人
間
だ
け
で
な
く
烏
も
ま
た
気
持
が
沈
ん
で
､
う
た
う
の
を
や
め
る
…
…
と
い
う
次
第
で
あ
る
｡

光
の
全
般
的
な
調
子
を
強
く
し
た
り
弱
く
し
た
り
､
陰
気
に
し
た
り
刺
戟
的
に
し
た
り
す
る
の
は
､
一
日
の
中
の
時
刻
､
季
節
､

風
土
､
地
勢
､
空
模
様
､
光
の
方
角
な
ど
で
あ
る
｡
光
と
い
う
因
子
を
消
す
者
は
､
空
気
そ
の
も
の
を
実
体
化
す
る
こ
と
､
間
に
い

1
1
5
く
つ
も
の
対
象
を
､
徐
々
に
弱
ま
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
配
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
虚
な
る
空
間
を
測
る
こ
と
を
私
の
目
に
教
え
る
こ

と
が
､
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
｡
こ
の
大
き
な
要
因
な
し
に
す
ま
せ
､
そ
の
助
け
ぬ
き
に
大
き
な
効
果
を
生
み
出
し
う
る
と
す
れ

ば
､
そ
れ
は
何
と
偉
大
な
人
物
で
あ
ろ
う
｡

冒
頭
の
一
文
は
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
う
け
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
は
｢
全
般
的
調
子
｣
と
い
う
主
題
の
符
合
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
､

九



一〇

か
･
つ
､
こ
こ
で
枚
挙
さ
れ
て
い
る
諸
条
件
は
前
段
の
自
然
描
写
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
問
題
は
､
こ
の
一
文
と
残

り
の
部
分
と
の
関
係
で
あ
る
｡
一
一
四
行
目
の
｢
光
と
い
う
因
子
を
消
す
者
｣
は
:
.
c
e
-
u
i

q
u
i

か
t
e
i
n
t

l
a
-
u
m
-
㌣
e
､
､

の
訳
だ
が
､
｢
光
を
消
す
｣
を
文
字
通
り
に
解
す
る
こ
と
ほ
･
で
き
な
い
｡
こ
れ
に
続
く
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
真
暗
に
す
る

こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ご
u
ヨ
i
町
e
､
､
は
例
え
ば
前
段
の
は
じ
め
の
部
分
(
一
〇
〇
行
目
以
下
)
に
で
て
く
る
と
き
に
は

｢
光
源
｣

の
意
味
で
あ
り
､
訳
文
も
そ
の
よ
う
に
し
て
お
い
た
が
､
こ
こ
で
は
光
源
を
指
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
こ
こ
で
は
文

脈
か
ら
推
し
て
､
お
そ
ら
く
､
画
面
に
光
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
光
､
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
描
写
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
光
の
描
写
を
捨
て
た
と
き
､
画
家
に
必
要
な
も
の
と
し
て
デ
ィ
ド
ロ
の
挙
げ
て
い
る
の
は
､
間
違
い
な
く
空
気
遠
近
法
で
あ
り
､

空
気
遠
近
法
を
以
っ
て
補
う
べ
き
は
､
奥
行
の
距
離
感
(
｢
虚
な
る
空
間
を
測
る
｣
)

で
あ
る
｡
す
る
と
､
最
後
の
文
の
｢
こ
の

大
き
な
要
因
〓
e

g
r
a
n
d

a
g
e
n
t
)
｣
が
光
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
､
｢
大
き
な
効
果
(
u
n

g
r
a
n
d

e
f
f
e
こ
｣

L
は
､
こ
の
奥
行
方
向
の
距
離
感
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
も
う
一
度
､
問
い
直
そ
う
｡
は
じ
め
の
一
文
と
残
り
の
二
つ
の
文
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
｡
光
の
調
子
の
決
定

因
子
の
枚
挙
と
､
奥
行
方
向
の
距
離
感
の
表
現
と
を
つ
な
ぐ
も
の
が
､
あ
り
う
る
の
か
｡
こ
の
三
つ
の
文
が
一
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

を
構
成
し
て
い
る
以
上
､
意
味
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
も
の
と
い
う
前
提
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
前
提
に
立
つ
と
き
､

可
能
な
解
釈
は
お
そ
ら
く
一
つ
し
か
な
い
｡
す
な
わ
ち
全
体
が
｢
光
の
調
子
｣

に
つ
い
て
､
そ
れ
も
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
そ
の

類
型
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
､
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
第
一
の
文
章
に
お
け
る
｢
強
い
ー
刺
戟
的
｣
対
.
｢
弱
い
ー
陰
気
｣
と
い

う
書
き
方
は
､
二
元
的
と
見
て
よ
い
し
､
そ
れ
は
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
自
然
描
写
に
お
け
る
｢
日
ざ
か
り
と
曇
っ
た
状
能
ご
の

対
比
を
､
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
対
比
を
絵
画
に
あ
て
は
め
る
と
､
｢
光
を
描
く
絵
画
｣
と
｢
光
を
消
し
た
絵
画
｣
､
略

言
す
れ
ば
､
晴
れ
の
風
景
画
と
曇
り
の
風
景
画
の
二
元
性
が
得
ら
れ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
第
二
第
三
の
文
に
お
い
て
､
こ
の
二
つ
の

絵
画
の
難
易
を
比
較
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
難
易
を
は
か
る
基
準
は
､
奥
行
方
向
の
距
離
感
の
表
現
と
い
う
こ
と



に
あ
る
｡
明
暗
法
の
本
当
の
難
し
さ
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
て
も
､
デ
ィ
ド
ロ
が
光
に
対
し
て
奥
行
の
表
現
を
求
め
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
主
題
的
な
統
一
を
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
､
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
と
の
つ
な
が
り
も
､
自
ら
に
見
え
て
く

る｡あ
の
不
自
然
な
強
調
子
の
部
分
の
こ
と
は
､
蔑
視
し
た
ま
え
｡
そ
の
置
き
方
が
い
か
に
も
お
粗
末
で
無
思
慮
で
あ
る
か
ら
､
そ
の

意
図
に
気
づ
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
｡
建
築
に
お
い
て
は
､
主
要
部
分
が
装
飾
の
役
割
を
つ
と
め
る
よ

や
っ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
言
わ
れ
て
き
た
｡
絵
画
に
お
い
て
は
､
重
要
な
対
象
が
強
調
子
の
部
分
の
役
割
を
つ
と
め
る
よ
う
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
画
面
の
中
で
､
私
が
埋
め
草
(

c
h
e
三
〓
e
s

)

と
か
穴
埋
め

(
b
O
亡
C
h
e
-
t
r
O
u
S
)

と
か
呼
ん
で
い

る
附
け
足
し
の
仲
介
者
ぬ
き
に
､
像
と
像
と
が
結
び
あ
い
､
前
に
出
た
り
､
後
に
ひ
っ
込
ん
だ
り
す
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

テ
ニ
↓
誕
は
､
こ
ん
な
も
の
と
は
別
の
魔
術
が
あ
っ
た
｡

先
ず
｢
強
調
子
の
部
分
｣
と
訳
し
た
の
は
.
､
r
e
p
O
u
S
S
㌢
r
s
､
､
だ
が
､
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
｢
絵
画
の
用
語
｣
と
し
て

の
こ
の
単
語
の
説
明
は
､
次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
R
e
p
O
u
S
S
O
i
r
と
は
､
絵
画
に
お
い
て
､
タ
ブ
ロ
ー
の
前
部
に
置
か
れ
､
光

の
あ
て
ら
れ
て
い
な
い
諸
対
象
の
大
き
な
か
た
ま
り
の
こ
と
で
あ
り
､
他
の
対
象
を
押
し
や
り
(
r
e
p
O
u
S
S
e
r
)
､
奥
ま
っ
て

見
え
る
よ
う
に
す
る
役
割
の
も
の
で
あ
る
｡
/

r
e
p
O
u
S
S
O
i
r

は
構
成
上
の
常
套
手
法
で
あ
り
､
力
の
あ
る
人
は
今
で
は
も
う

用
い
な
い
､
少
く
と
も
､
タ
ブ
ロ
ー
の
中
で
そ
の
必
要
性
を
上
手
く
理
由
づ
け
て
､
そ
れ
が
応
急
処
置
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
れ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
幾
つ
ま
り
そ
れ
は
､
奥
行
き
感
を
出
す
た
め
に
､
事
前
に
調
子
の
強
い
､
暗
い
対

象
(
こ
れ
が
r
e
p
O
u
S
S
O
i
r
s
で
あ
る
)
を
置
き
､
奥
の
よ
り
明
る
い
対
象
と
の
対
比
を
強
め
る
手
法
で
あ
る
｡
右
の
『
百
科
全

一
一



一二

書
』
の
書
き
方
か
ら
も
､
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
･
｢
意
図
が
見
透
か
さ
れ
る
｣
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
､

こ
れ
が
一
つ
の
手
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
が
こ
れ
を
否
定
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
対
置
し
て

い
る
の
は
､
本
質
的
に
古
典
主
義
的
な
一
種
の
機
能
主
義
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
無
用
な
も
の
と
し
て
の
装
飾
を
否
定
し
､
主
要

部
分
､
言
い
か
え
れ
ば
､
機
能
や
意
味
の
点
で
不
可
欠
な
も
の
の
み
を
も
っ
て
作
品
を
構
成
し
､
そ
の
構
成
法
に
よ
っ
て
､
装
飾

的
な
美
観
な
り
奥
行
き
感
な
り
を
作
り
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
文
脈
的
な
意
味
は
何
か
｡
そ
れ
は
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
補
足
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
奥
行
き
感
を
出
す

に
は
光
の
強
い
調
子
の
絵
の
方
が
容
易
で
あ
る
､
と
述
べ
た
｡
し
か
し
ー
そ
れ
は
｢
強
調
子
の
部
分
｣
の
よ
う
な
マ
ニ
エ
ー
ル
に

ょ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
､
｢
像
と
像
の
億
び
あ
い

(
s
e

〓
e
r
)
｣
に
よ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
の

で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
､
調
子
の
弱
い
絵
の
空
気
遠
近
法
と
､
難
し
さ
は
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
お
そ
ら
く

そ
の
通
り
で
あ
る
｡
自
然
描
写
の
中
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
明
る
い
光
景
を
強
調
し
っ
づ
け
て
い
る
の
で
､
間
違
い
や
す
い
が
､
絵
画

に
つ
い
て
は
分
け
て
考
え
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
｡

少
く
と
も
､
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
｢
古
典
主
義
｣
が
､
本
章
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
思
想
と
符
合
し
て
い

る
こ
と
は
､
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢
光
の
効
果
｣
を
斥
け
て
､
｢
段
階
的
配
分
法
｣
を
重
ん
ず
る
冒
頭
か
ら

は
じ
ま
っ
て
､
遠
近
法
的
な
細
分
法
に
よ
っ
て
各
点
の
光
量
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
い
う
提
案
ま
で
､
示
さ
れ
て
い
た
態
度
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
意
図
が
見
す
か
さ
れ
る
よ
う
な
手
法
を
拒
む
立
場
は
､
｢
垂
術
の
効
果
を
自
然
の
効
果
の
よ
う
に
見
る
｣

(
三
三

行
目
)
と
い
う
あ
の
言
葉
の
中
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

友
よ
､
影
に
も
ま
た
そ
れ
な
り
の
色
が
あ
る
｡
白
い
物
体
の
影
の
輪
郭
の
あ
た
り
を
､
そ
し
て
影
の
本
体
を
も
饉
意
深
く
見
て
も

ほ
ら
い
た
い
｡
そ
こ
に
無
数
の
黒
と
白
の
点
の
入
り
乱
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
赤
い
物
体
の
影
は
赤
味
を
帯
び
る
｡



光
が
緋
色
に
ぶ
つ
か
っ
て
､
そ
の
粒
子
を
剥
離
さ
せ
､
反
射
の
際
に
そ
の
粒
子
を
も
ち
去
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
皮
膚
ど
し

に
血
肉
の
見
え
る
肉
体
の
影
は
､
か
す
か
に
黄
色
昧
を
帯
び
る
｡
青
い
物
体
の
影
は
､
青
い
陰
影
を
と
る
｡
そ
し
て
影
と
物
体
と
は

照
ら
し
あ
う
｡
こ
の
影
と
物
体
と
の
間
に
交
さ
れ
る
無
数
の
反
射
こ
そ
､
君
の
机
の
上
に
調
和
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
｡
仕
事
と

ひ
ら
め
き
が
冊
子
を
書
物
の
傍
ら
に
､
そ
の
書
物
を
イ
ン
ク
壷
の
わ
き
に
､
そ
の
イ
ン
ク
壷
を
性
質
も
形
も
色
も
ま
ち
ま
ち
な
多
く

畑
の
も
の
の
中
に
投
げ
出
し
て
き
た
君
の
机
の
上
に
さ
え
｡
こ
れ
ら
す
べ
て
の
効
果
を
観
察
す
る
の
は
誰
か
｡
認
識
す
る
の
は
誰
か
｡

制
作
す
る
の
は
誰
か
｡
一
つ
に
溶
け
あ
わ
す
の
は
誰
か
｡
そ
の
必
然
の
結
果
を
認
識
す
る
の
は
誰
な
の
か
｡
し
か
し
そ
の
法
則
は
実

に
単
純
で
あ
る
｡
或
る
色
合
い
の
布
地
見
本
を
持
っ
て
ゆ
け
ば
､
ど
の
染
物
屋
で
も
､
白
い
端
切
れ
を
そ
の
大
釜
の
中
へ
放
り
込
み
､

そ
れ
を
君
の
求
め
た
通
り
の
色
あ
い
に
染
め
上
げ
て
と
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
画
家
は
､
絵
具
を
混
ぜ
る
と
き
に
､
自
ら

の
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
こ
の
法
則
を
自
分
で
観
察
す
る
｡
色
彩
に
対
し
て
一
つ
の
法
則
が
あ
り
､
光
に
対
し
て
一
つ
の
法
則
､
影
に
対

躇
し
て
も
一
つ
の
法
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
法
則
は
同
一
な
の
で
あ
る
｡

個
々
の
文
意
を
捉
え
る
上
で
は
､
｢
観
察
す
る
の
は
誰
か
｣
以
下
が
少
々
や
っ
か
い
で
あ
る
が
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
の
趣
旨
は

明
瞭
で
あ
る
｡
こ
の
前
半
部
分
と
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
末
尾
の
一
般
的
な
論
定
と
は
符
合
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
光
に
色
が
あ
る
だ

け
で
な
く
､
影
に
も
色
が
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
､
色
彩
と
光
と
影
と
が
､
一
元
的
な
原
理
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
｡
言
い
か
え
れ
ば
､
色
彩
は
常
に
或
る
明
度
の
も
の
で
あ
る
し
､
逆
に
い
か
な
る
明
度
の
も
の
も
､
影
で
さ
え
も
､

或
る
色
彩
の
も
の
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
一
元
論
的
原
理
を
確
立
す
る
上
の
か
な
め
は
､
影
に
も
色
が
あ
る
と
い
う
事
実
の
確
認
で

あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
を
こ
ま
か
な
観
察
に
よ
っ
て
裏
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
の
記
述
に
は
､
ス
ー
ラ
ら
の
点
描
法
の
理

念
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
､
｢
粒
子
(
ヨ
○
-
㌢
u
-
2
S
)
｣
と
い
う
用
語
法
に
は
古
代
の
唯
物
論
の
名
残
り
も
認
め
ら
れ

よ
▼
惚
た
だ
し
､
観
察
さ
れ
た
事
実
に
対
し
て
デ
ィ
ド
ロ
の
持
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
説
明
は
､
論
理
的
と
は
言
え
な
い
｡
影
に

〓ニ



一四

色
が
あ
る
の
は
､
当
の
物
体
の
粒
子
に
よ
る
も
の
で
あ
る
､
と
彼
は
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
粒
子
を
は
こ
ぶ
の
が
光
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
｡
そ
の
こ
と
は
､
｢
反
射
の
際
に
そ
の
粒
子
を
も
ち
去
る
ご
a
-
u
ヨ
i
耳
e
:
…
･
e
ヨ
p
O
r
t
e

a
扁
C

e
〓
e

d
e
s

m
O
-
訂
u
-
e
s

-
直
訳
す
れ
ば
｢
光
が
自
ら
と
共
に
そ
の
粒
子
を
持
ち
去
る
｣
)
｣
と
い
う
表
現
の
中
に
窺
わ

れ
る
｡
し
か
し
､
定
義
上
､
影
が
光
の
欠
如
で
あ
る
以
上
､
光
が
持
ち
去
っ
た
粒
子
が
い
か
に
し
て
影
の
部
分
に
入
り
込
む
の
か
､

そ
の
点
が
明
ら
か
で
な
い
｡
光
の
回
折
の
現
象
を
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
し
､
は
じ
め
に
(
一
二
四
行
目
)
影
の
｢
輪
郭
の
あ
た

り
〓
e
s

〓
ヨ
i
t
e
s
)
｣
を
特
筆
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
､
回
折
の
事
実
を
観
察
し
て
い
る
こ
と
も
窺
わ
れ
は
す
る
が
､

説
明
の
中
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
｡
も
っ
と
も
､
そ
の
説
明
は
｢
～
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
〓

s
e
ヨ
b
-
e

q
u
e
…
…
)
｣
と
な

っ
て
い
る
か
ら
､
論
理
的
な
不
十
分
さ
は
承
知
の
上
で
､
し
か
も
そ
の
論
理
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
な
く
､
し
か
し
観
察

の
事
実
に
は
自
信
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
｡

だ
が
､
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
論
理
的
吟
味
を
放
棄
し
て
よ
い
よ
う
な
墳
末
な
こ
と
と
は
言
え
な
い
｡
｢
物
体
と

影
と
の
間
の
無
限
の
反
射
｣
は
､
ま
さ
に
｢
調
和
｣
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
､
こ
の
｢
調
和
｣
こ
そ
､
色
彩
と
光
=
影
と
の
一
体

性
と
い
う
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
主
張
し
て
い
る
事
実
に
関
し
て
､
最
も
重
要
な
現
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
(
調
和
そ
の
も
の
は

前
章
で
強
調
さ
れ
て
い
た
し
､
本
章
で
は
こ
の
語
そ
の
も
の
は
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
､
色
彩
と
光
の
一
体
的
効

果
の
重
要
性
は
一
八
行
目
以
下
に
説
か
れ
て
い
た
)
し
か
も
､
前
章
の
所
説
か
ら
明
ら
や
な
よ
う
に
､
調
和
は
強
い
色
調
の
対
象
､

言
い
か
え
れ
ば
光
の
あ
た
っ
た
明
る
い
色
彩
と
結
び
つ
く
よ
り
は
､
弱
い
色
調
と
､
極
論
す
れ
ば
影
と
よ
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
か
ら
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
､
影
に
色
彩
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
､
彼
の
絵
画
論
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
主
張
で
あ
り
､

明
暗
法
に
関
し
て
も
最
も
本
質
的
な
指
摘
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
､
｢
物
体
と
影
と
の
間
の
無
限
の
反
担

と
い
う
の
は
､
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
も
､
学
問
的
に
は
更
に
掘
り
下
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
表
現
を
文
字
通
り
に

受
け
と
れ
ば
､
影
は
単
な
る
欠
如
態
で
は
な
く
､
或
る
実
在
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
実
在
的
な
も
の
が
光
で
は
な



い
の
か
､
と
い
う
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
回
折
光
と
見
撤
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
､
強
い
影
は
回
折
光
を
含
ま
ず
真
黒
で

あ
っ
て
(
一
〇
〓
付
目
参
照
)
､
従
っ
て
色
彩
が
な
く
､
弱
い
影
ほ
ど
回
折
光
を
多
く
含
み
､
色
彩
の
陰
影
も
濃
厚
で
あ
る
､
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
｡
か
く
し
て
､
調
子
の
弱
さ
が
調
和
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
を
､
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
る
｡

ち
な
み
に
､
こ
の
グ
リ
ム
の
机
の
上
の
記
述
の
中
で
､
物
の
配
列
と
し
て
は
乱
雑
だ
が
､
色
彩
と
光
‖
影
の
点
に
注
目
す
れ
ば

調
和
が
あ
る
と
い
う
対
比
に
は
､
そ
れ
自
体
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
日
常
生
活
に
お
け
る
対
象
同
士
の
間
の
意

味
連
関
と
は
別
の
次
元
に
､
造
形
的
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
純
粋
視
覚
的
な
調
和
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

調
和
は
､
も
の
の
実
体
性
か
ら
浮
き
上
っ
て
､
言
わ
ば
虚
空
の
間
の
戯
れ
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
､
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

残
さ
れ
た
の
は
､
｢
観
察
す
る
の
は
誰
か
｣
以
下
､
染
物
屋
と
画
家
の
対
比
ま
で
の
部
分
の
文
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
｡
こ
の
疑
問
文
の
枚
挙
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
｡
染
物
屋
は
何
の
た
め
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
か
｡
そ
し
て
そ

の
染
物
屋
と
対
比
し
て
､
画
家
が
ど
う
で
あ
る
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
｡
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
比
較
的
解
り
や

す
い
の
は
､
画
家
に
関
す
る
デ
イ
ド
ロ
の
主
張
で
あ
る
｡
画
家
が
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
認
識
す
る
の
は
｢
こ
の
法
則
｣
で
あ
る
が
､

そ
の
｢
法
則
｣
と
は
､
結
局
の
と
こ
ろ
､
色
彩
と
光
=
影
と
を
同
時
に
支
配
し
て
い
る
法
則
の
こ
と
で
あ
り
､
或
る
色
彩
は
必
ず

或
る
明
度
の
色
彩
で
あ
り
､
或
る
明
度
は
必
ず
何
ら
か
の
色
彩
の
明
度
で
あ
る
､
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
画
家
は
絵
具
を
混
ぜ
合

わ
せ
る
と
き
に
､
(
単
純
化
し
て
言
う
な
ら
ば
)
或
る
色
の
絵
具
と
一
定
量
の
黒
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
求
め
る
色

調
が
得
ら
れ
る
､
と
い
う
事
実
を
通
し
て
､
こ
の
法
則
を
体
験
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
で
ふ
り
か
え
っ
て
､
一
つ
の
説
明
の
可

能
性
に
気
づ
く
｡
す
な
わ
ち
､
｢
影
と
物
体
の
間
の
反
射
｣
と
い
う
考
え
は
､
絵
具
の
混
合
を
モ
デ
ル
と
し
て
出
て
き
た
も
の
で

は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
物
体
の
色
彩
絵
具
に
影
の
黒
絵
臭
が
混
合
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
で
理
論
的
な
問
題
が

解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
発
想
の
も
と
は
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

問
題
の
一
元
的
法
則
に
関
し
て
､
染
物
屋
は
画
家
と
い
か
な
る
点
で
異
な
る
の
か
｡
染
物
職
人
の
仕
事
の
工
程
が
不
明
な
た
め

一五
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に
要
領
を
得
な
い
が
､
再
び
､
画
家
に
.
つ
い
て
の
記
述
に
注
目
し
よ
う
｡
画
家
の
仕
事
が
染
物
職
人
の
仕
事
に
対
比
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
､
前
者
に
つ
い
て
の
記
述
を
も
と
に
逆
算
し
て
､
後
者
に
つ
い
て
デ
ィ
ド
ロ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
捉

え
る
途
が
あ
ろ
う
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
う
言
っ
て
い
た
｡
｢
し
か
し
画
家
は
…
…
自
ら
の
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
こ
の
法
則
を
自
分
で
観

察
す
る
(
M
a
i
s
】
e

p
e
i
n
t
r
e

O
b
s
e
r
く
e
-
u
i
･
.
ヨ
か
m
e

c
e
t
t
e
-
O
i

s
u
r

sa

p
a
】
e
t
t
e
…
…
)
]

｢
自
ら
の
｣
と

｢
自
分
で
｣

と
い
う
繰
返
し
に
よ
る
強
調
が
目
を
ひ
く
｡
観
察
す
る
こ
と
は
自
分
で
行
う
は
か
は
な
い
行
為
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ

だ
け
｢
自
分
で
｣
は
強
調
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
面
も
あ
る
｡
こ
の
強
調
は
対
比
の
意
図
に
基
く
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
､

す
る
と
染
物
職
人
は
そ
の
仕
事
の
中
で
､
こ
の
法
則
を
観
察
し
て
い
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
彼
は
自
分

で
染
料
を
調
合
す
る
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
れ
は
染
色
の
場
合
に
は
､
自
由
に
色
を
創
り
出
す
の
で
は

な
く
､
い
く
つ
か
の
色
が
決
ま
っ
て
い
て
､
色
見
本
も
こ
の
い
く
つ
か
の
色
に
･
限
ら
れ
て
い
た
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
､
染
物
屋
に
つ
い
て
の
文
そ
の
も
の
が
理
解
の
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
｡

一
応
そ
の
よ
う
に
想
定
し
た
上
で
､
次
に
こ
の
染
物
職
人
の
仕
事
と
｢
実
に
単
純
な
法
則
｣
と
の
関
連
は
ど
う
な
る
の
か
｡
そ
れ

は
お
そ
ら
く
､
既
に
調
合
さ
れ
て
釜
の
中
に
あ
る
染
料
が
､
あ
る
明
度
の
色
に
布
地
を
染
め
る
も
の
で
あ
り
､
こ
の
単
純
な
法
則

を
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
最
後
に
､
枚
挙
さ
れ
た
五
つ
の
疑
問
文
の
意
味
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
も
逆
算
の
手
法
ほ
使
え
そ
う
で

あ
る
｡
｢
し
か
し

(

p
O
u
r
t
a
n
t
)

そ
の
法
則
は
実
に
単
純
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
､
こ
の
言
葉
の
前
に

置
か
れ
た
五
つ
の
疑
問
文
の
意
味
あ
い
は
､
｢
法
則
が
単
純
で
あ
る
｣

と
い
う
こ
と
の
逆
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
場

合
､
そ
の
逆
が
､
｢
人
々
が
法
則
を
複
雑
な
も
の
と
考
え
て
い
る
｣
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
､
五
つ
の
疑
問
文
の
文
意
か
ら

見
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
む
し
ろ
､
単
純
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
人
々
は
そ
の
法
則
を
認
識
し
て
い
な
い
｡
観
察
し
な
い
か
ら
､

法
則
の
認
識
に
至
ら
ず
､
認
識
に
立
っ
て
の
実
線
も
見
ら
れ
な
い
､
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡
染
物
屋
の
場
合
が
そ
の
典
型
で
あ



っ
て
､
彼
は
観
察
=
認
識
を
も
っ
て
い
な
い
｡
法
則
が
単
純
で
あ
る
か
ら
､
望
む
結
果
(
あ
る
特
定
の
明
度
に
お
け
る
或
る
色
彩
)

を
彼
は
直
ち
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
お
そ
ら
く
潜
在
的
な
経
験
知
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
こ
れ
に
ひ
き

か
え
画
家
の
場
合
､
彼
は
パ
レ
ッ
ト
の
上
で
こ
の
法
則
を
観
察
し
､
否
応
な
く
認
識
す
る
｡
で
は
､
画
家
の
す
べ
て
を
デ
ィ
ド
ロ

は
､
五
つ
の
反
語
的
疑
問
文
の
例
外
と
見
撤
し
て
い
る
の
か
｡
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
そ
の
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
デ

ィ
ド
ロ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
単
純
な
法
則
で
あ
り
､
画
家
に
は
そ
れ
を
認
識
す
る
機
会
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
真

の
認
識
を
も
つ
画
家
は
少
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

画
廊
の
中
を
歩
き
廻
る
者
が
こ
れ
ら
の
原
理
を
た
ず
さ
え
て
行
こ
う
も
の
な
ら
､
画
家
に
と
っ
て
は
災
難
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
原

理
が
広
く
浸
透
す
る
時
代
が
く
る
な
ら
､
幸
い
で
あ
る
｡
君
主
や
大
臣
や
垂
術
家
に
愚
か
な
誤
ち
を
犯
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
､

国
民
の
間
に
行
き
わ
た
っ
た
光
で
あ
る
｡
お
～
､
民
衆
に
対
す
る
聖
な
る
畏
怖
よ
(
O

s
a
c
r
a

r
e
く
e
r
e
n
t
i
a

p
-
e
b
i
s
こ
｡

こ
う
叫
び
た
く
な
ら
な
い
よ
う
な
者
は
一
人
も
い
な
い
｡
｢
民
衆
め
､
お
前
か
ら
称
讃
の
し
る
し
を
一
つ
も
ら
う
た
め
に
､
ど
れ
は

畑
ど
の
苦
労
を
す
る
こ
と
か
]

こ
れ
ら
の
一
切
の
こ
と
を
私
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る
と
言
わ
な
い
よ
う
な
垂
術
家
は
､
一
人
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
私
か
ら
の
返

事
と
し
て
伝
え
て
も
ら
い
た
い
､
彼
の
措
く
す
べ
て
の
像
が
､
彼
の
言
う
こ
と
は
嘘
だ
と
叫
ん
で
い
る
､
と
｡

こ
の
あ
と
に
二
つ
､
個
別
的
な
内
容
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
残
っ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
言
う
｢
こ
れ
ら
の
原
理
｣
と
対
比
さ
れ
る
よ

う
な
重
み
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
､
右
に
訳
出
し
た
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
明
ら
か
に
総
括
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
｡

は
じ
め
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
に
は
､
デ
ィ
ド
ロ
一
流
の
表
現
の
飛
躍
､
も
し
く
は
論
理
の
屈
折
が
あ
る
｡
最
初
の
文
の
意
味
は
､

鑑
賞
者
の
方
に
｢
こ
れ
ら
の
原
理
｣

の
知
識
が
あ
れ
ば
､
画
家
の
拙
劣
さ
は
直
ぐ
に
見
破
ら
れ
て
し
ま
う
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
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そ
し
て
次
の
文
の
意
味
あ
い
は
､
第
三
の
文
に
照
ら
し
て
み
て
､
は
じ
め
て
明
瞭
と
な
る
も
の
だ
が
､
画
家
た
ち
が
現
状
に
甘
ん

ず
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
､
民
衆
が
こ
れ
ら
の
原
理
に
通
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
第

一
文
と
第
二
文
の
間
に
あ
る
表
現
の
飛
躍
は
､
第
一
文
の
｢
災
難
で
あ
る
(
ヨ
a
;
e
u
r
帥
)
｣
が
画
家
の
言
わ
ば
利
己
的
な
立

場
か
ら
見
て
の
｢
災
難
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
第
二
文
の
｢
幸
い
で
あ
る
(
h
e
u
r
e
u
こ
｣
は
よ
り
一
般
的
客
観
的
な
観
点

か
ら
の
評
価
で
あ
っ
て
､
評
価
の
観
点
が
入
れ
換
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡

｢
こ
れ
ら
の
原
理
｣
は
複
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
｢
単
純
な
法
則
｣
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
､

本
章
で
語
ら
れ
て
き
た
主
要
な
論
点
を
包
括
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
直
ち
に
枚
挙
で
き
る
は
ど
､
論
述
が
要
約
的
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
､
そ
れ
が
何
を
指
す
か
は
､
そ
の
限
り
で
瞬
昧
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
説
全
般
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
の
普
及
が
､
言
わ
ば
絵
画
の
進
歩
の
た
め
に
望
ま
し
い
と
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
考

え
方
が
重
要
で
あ
る
｡
彼
は
こ
れ
ら
の
原
理
を
画
家
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
｡
民
衆
に
対
す
る
画
家
た
ち
の
｢
畏

怖
｣
の
念
を
刺
戟
し
て
､
彼
ら
の
仕
事
を
方
向
づ
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
｡
な
に
し
ろ
､
誰
し
も
民
衆
の
｢
称
讃
｣
が
ほ
し
い

の
で
あ
る
か
ら
｢
国
民
の
間
に
行
き
わ
た
っ
た
光
(
-
a

l
u
ヨ
二
T
e
g
昌
､
㌢
a
-
e

d
e
-
a
コ
a
t
i
O
n
)
｣
こ
そ
改
革
の
原
動
力

で
あ
る
｡
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ま
さ
に
啓
蒙
主
義
の
基
本
的
な
哲
学
で
あ
る
｡
そ
の
確
信
が
あ
れ
ば
こ
そ
､
一
四
一
行

目
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
た
､
画
家
に
対
す
る
自
信
に
満
ち
た
態
度
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
｡

だ
が
､
デ
ィ
ド
ロ
は
垂
術
家
を
軽
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
一
三
七
行
目
に
お
い
て
､
垂
術
家
が
君
主
や
大
臣
と
並
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
｡
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
並
記
で
は
な
い
｡
『
逆
説
俳
優
に
つ
い
て
』
の
逆
説
を
な
す
テ
ー
ゼ
｢
感
受

性
の
欠
落
(
n
u
≡
s
e
コ
S
i
b
i
二
こ
ふ
)
〈
』
は
､
俳
優
だ
け
で
な
く
､
国
王
､
政
治
家
､
行
政
官
､
義
人
､
観
軒
家
､
垂
術
家
に

共
通
し
て
求
め
ら
れ
る
特
賀
で
あ
短
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
､
こ
れ
ら
の
仕
事
を
並
記
す
る
こ
と
に
お
い
て
､
デ
ィ
ド
ロ

が
真
剣
で
な
い
と
考
え
る
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
｡



影
に
よ
っ
て
ひ
き
立
つ
対
象
も
あ
れ
ば
､
光
の
中
で
こ
そ
よ
り
刺
戟
的
に
な
る
対
象
も
あ
る
｡
栗
色
の
髪
の
頭
部
は
半
濃
淡
で
描

く
と
美
し
く
見
え
る
し
､
金
髪
の
頭
部
は
光
を
あ
て
た
方
が
よ
い
｡

掩

背
景
を
画
く
技
術
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡
特
に
肖
像
画
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
｡
次
の
こ
と
は
か
な
り
一
般
的
な
法
則
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
主
題
の
別
の
色
あ
い
と
較
べ
た
場
合
に
､
主
題
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
り
､
目
を
自
分
の
方
に
引
き
つ
け
て
し
ま
う
は
ど

強
い
色
あ
い
は
､
背
景
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

最
後
に
置
か
れ
た
こ
の
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
原
理
的
考
察
に
較
べ
て
､
よ
り
具
休
的
で
あ
り
､

そ
の
論
旨
に
お
い
て
体
系
的
で
あ
る
よ
り
は
､
｢
断
章
｣
的
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
趣
旨
は
､
描
く
対
象
に

よ
っ
て
､
光
を
あ
て
る
か
､
｢
半
濃
艶
か
の
い
ず
れ
か
を
選
べ
､
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
第
二
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
趣
旨
は
､
背

景
の
方
が
主
題
よ
り
目
立
つ
よ
う
な
色
調
に
し
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
具
体
的
､
実
践
的
な
教
え
で

あ
る
が
､
タ
ブ
ロ
ー
全
体
の
ま
と
ま
り
に
関
係
す
る
と
い
う
点
で
､
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
の
基
本
に
符
合
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
｡

前
回
行
っ
た
試
み
に
な
ら
い
､
本
章
で
も
ま
た
､
全
体
の
分
節
の
僻
轍
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
表
示
法
は
前
回
と
同
じ
く
､

行
数
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
番
号
を
併
用
す
る
｡

○

光
と
影
の
真
実

l

明
暗
法
の
定
義

｢
光
の
効
果
｣
対
｢
段
階
的
配
分
法
｣

一
～
二
〓
付①④



2

光
の
統
一

≠
V
明
暗
法
の
戯
画

3
光
の
真
実
と
色
彩
の
真
実
の
結
合

一
風
景
の
中
に
お
け
る
光
と
影

林
の
中
の
斜
光
(
自
然
と
垂
術
)

気
体
の
生
み
出
す
色
調

風
景
画
家
の
要
件
と
し
て
の
光
の
感
覚

風
景
と
連
想

二

絵
画
に
お
け
る
光
と
影

1

立
体
感
の
表
現

人
々
を
驚
か
す
立
体
表
現

此
V
そ
れ
が
明
暗
法
の
本
領
で
な
い
こ
と

2

奥
行
表
現
=
明
暗
法
の
核
心

奥
行
の
細
分
化
と
光
の
響
き
あ
い

遠
近
法
の
重
要
性

3

光
の
調
子

光
の
全
般
的
な
調
子

そ
の
決
定
因
と
空
気
遠
近
法

､
.
r
e
p
O
u
S
S
O
i
r
s
ヒ

④
㊥(う(参 (9(夢

5



四

影
の
色
｡
光
と
色
彩
の
一
元
性
｡

五

し
め
く
く
り

1

啓
蒙
の
理
念

川
こ
の
原
理
の
普
及
の
必
要

仙

画
家
に
対
す
る
自
負

2

実
践
的
な
教
え

川

対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
調
子

仙

主
題
と
背
景
の
調
子
の
按
配

一
二
四
～
一
三
五
行

二
二
六
～
一
四
七
行

本
章
の
中
心
的
な
思
想
は
､
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
デ
ィ
ド
ロ
は
明
暗
法
の
本
領
を
奥

行
表
現
に
み
と
め
､
そ
の
技
法
と
し
て
は
段
階
的
配
分
法
を
主
張
す
る
｡
こ
の
背
後
に
あ
る
理
念
は
､
何
よ
り
も
全
体
的
な
効
果

を
重
ん
じ
､
そ
れ
を
自
然
の
在
り
方
と
見
る
考
え
で
あ
る
｡
こ
の
理
念
は
調
和
の
理
念
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
が
､
必
然
的
に

明
暗
法
と
色
彩
の
真
実
と
の
結
合
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
｡
真
実
の
明
暗
法
と
真
実
の
彩
色
法
の
結
合
に
つ
い
て
は
､
影
の
色

彩
を
論
じ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
､
そ
の
窮
極
的
な
説
明
の
原
理
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
､
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
の
点
を

明
示
的
な
言
葉
で
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
調
和
と
い
う
観
点
よ
り
見
る
と
き
､
不
整
合
と
も
思
わ
れ
る
点
が
あ
る
｡
そ
れ

は
､
色
彩
を
論
じ
た
前
章
に
お
い
て
､
調
和
は
弱
い
色
調
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
､
本
章
で
は
､
い
ま
述
べ

た
よ
う
に
全
体
と
し
て
調
和
の
理
念
の
も
と
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
か
げ
り
と
弱
い
色
調
が
魅
力
の
な
い

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
た
だ
し
そ
れ
は
､
絵
画
の
画
面
を
と
り
上
げ
て
い
る
の
で
は

な
く
､
自
然
の
風
景
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
脈
に
お
け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
､
注
意
に
値
す
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は

二
一



二二

画
面
の
中
で
は
､
弱
い
色
調
に
支
え
ら
れ
た
調
和
に
魅
力
を
感
じ
っ
つ
､
自
然
の
中
で
は
生
き
生
き
と
し
た
光
の
戯
れ
に
無
上
の

喜
び
を
覚
え
て
い
た
の
か
｡
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
､
こ
れ
は
矛
盾
し
た
態
度
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡

註富
エ
ル
マ
ン
社
よ
り
刊
行
中
の
新
し
い
全
集
本
の
『
一
六
七
五
年
の
サ
ロ
ン
､
絵
画
論
A
美
術
1
W
邑
の
巻
が
刊
行
さ
れ
た
(
急
ぎ
弓
巴
二
ソ
云
･

叉
訂
琶
d
e

D
I
D
E
R
Q
T
こ
●
当
∴
㌻
㌻
弓
計
-
謡
ひ

h
㌻
達
ざ
二
ぎ
｢
計
二
軍
㌻
き
§
･
B
E
A
U
X
-
A
R
→
S
-
.
エ
e
r
ヨ
a
コ
コ
こ
塞
£

『
絵
画
論
』
は
G
･
メ
イ
の
校
訂
及
び
註
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
､
く
e
r
コ
i
㌣
e
よ
り
新
し
い
の
で
あ
る
か
ら
､
両
者
の
註
に
相
違
の
見
ら
れ
る
場

合
､
特
に
歴
史
研
究
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
メ
イ
の
註
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
以
下
M
a
y
と
表
記
す
る
)
｡
そ
こ
で
メ
イ
に
よ
れ
ば
､

こ
れ
は
現
在
ル
ー
ヴ
ル
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
荒
野
の
聖
ヨ
ハ
ネ
』
を
指
し
て
お
り
､
こ
の
絵
は
今
日
で
は
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
手

に
な
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
る

(
M
a
y
.
n
.
〇
t
e
∽
N
.
p
●
∽
芦
)
｡

遍

C
l
a
u
d
e

G
l
r
r
O
→
(
-
3
∽
可
-
-
→
N
N
)

ウ
ァ
ト
ー
の
師
の
一
人
で
､
大
道
芝
居
を
好
ん
で
描
い
た
が
､
そ
の
生
涯
は
謎
が
多
い
｡

く
e
r
n
i
か
r
e
す
浣
の
.
コ
〇
t
e
】
.
)

に
よ
れ
ば
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
の
語
っ
て
い
る
タ
ブ
ロ
ー
は
同
定
さ
れ
て
い
な
い
が
､
レ
オ
ン
･
､
､
､
シ
ェ
ル
･

レ
ヴ
ィ
(
｢
㌢
n
-
M
-
c
h
e
T
｢
賢
y
)

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
の
一
点
､
『
月
の
皇
帝
ア
ル
ル
カ
ン
』
の
一
場
を
描
い
た
も
の
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述

に
近
い
｡

雷

R
O
-
a
コ
d

de

rA

P
O
R
T
E

生
没
年
不
詳
｡
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
エ
ビ
ゴ
!
ネ
ン
で
あ
り
､
一
七
六
三
年
及
び
六
五
年
の
『
サ
ロ
ン
』
に
お
い
て
デ

イ
ド
ロ
は
､
三
点
に
つ
い
て
｢
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
犠
牲
｣
と
評
し
て
い
る
｡
そ
の
立
体
表
現
に
つ
い
て
は
､
六
三
年
の
『
サ
ロ
ン
』
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
｡
｢
皇
帝
の
頭
部
を
示
す
浅
浮
彫
が
そ
の
縁
ど
り
と
共
に
p
-
a
n
c
h
e
〔
パ
ネ
ル
?
〕
を
表
わ
す
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
､
民
衆

は
う
っ
と
り
し
た
も
の
で
あ
る
｡
浮
彫
り
は
背
景
か
ら
完
全
に
切
り
は
な
さ
れ
て
見
え
る
｡
そ
れ
は
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
し
､

そ
れ
に
仰
天
す
る
の
が
民
衆
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
彼
ら
は
こ
の
種
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
い
か
に
た
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ

る
｡
ド
イ
ツ
の
若
い
三
文
絵
か
き
ど
も
の
画
い
た
こ
の
種
の
絵
を
､
田
舎
の
市
で
売
り
歩
い
て
い
る
連
中
が
お
り
､
こ
れ
ら
の
絵
は
一
エ
キ
ュ
で
買

わ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
と
較
べ
て
殆
ど
遜
色
が
な
い
｡
｣

(
童
:
笹
㌻
t
.
ひ
一
p
.
会
e
た
だ
し
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
と
の
決
定
的
な
差
を
み
と
め
な
が

ら
､
そ
の
職
人
垂
を
デ
ィ
ド
ロ
が
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
は
､
六
五
年
の
『
サ
ロ
ン
』
に
窺
わ
れ
る
｡
｢
ル
ニ
ヤ
ー
ル
の
喜
劇
を
見
て
笑
わ
な
か
っ
た

者
に
は
､
モ
リ
エ
ー
ル
の
喜
劇
を
見
て
笑
う
資
格
は
な
い
､
と
い
う
話
が
あ
.
っ
た
｡
ロ
ラ
ン
･
ド
･
ラ
･
ボ
ル
ト
の
絵
の
前
を
立
止
ら
ず
に
行
き
す



ぎ
る
者
に
は
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
絵
を
見
る
資
格
は
な
い
､
と
言
っ
て
や
り
た
ま
え
]
(
町
計
礼
二
.
P

p.-Nご

遷
ア
ベ
レ
ス
は
､
言
う
ま
で
も
な
く
､
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
の
大
画
家
｡
作
品
は
も
と
よ
り
模
写
も
残
っ
て
い
な
い
か
ら
､
こ
の
タ
ブ
ロ
ー

に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
記
述
も
､
何
ら
か
の
伝
聞
に
基
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
､
そ
の
典
拠
は
不
明
｡
或
い
は
､
有
名
な
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス

大
王
の
肖
像
に
つ
い
て
の
伝
承
を
間
違
っ
て
記
憶
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
『
百
科
全
書
』
第
十
二
巻
(
一
七
六
五
年
刊
)
所
収
の
項
目
｢
ギ
リ
シ

ア
絵
画
｣

(
ジ
ョ
ク
ー
ル
著
)
の
中
に
は
次
の
〓
即
が
あ
る
｡
｢
彼
〔
=
ア
ベ
レ
ス
)
は
手
に
富
を
も
つ
ア
レ
ク
サ
ン
半
口
ス
を
描
い
た
｡
『
手
の

指
は
と
び
出
し
て
見
え
､
雷
は
画
面
の
外
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
』
こ
の
姿
勢
は
最
も
高
貴
に
し
て
至
福
な
る
人
の
縮
図
で
あ
り
､
こ
の
記
述
は

ま
さ
に
垂
術
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
､
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
タ
ブ
ロ
ー
を
語
る
に
際
し
て
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
も
別
の
言
い
方
は
し

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
『
そ
の
手
は
と
び
出
し
て
お
り
､
害
は
画
布
の
外
に
現
わ
れ
て
い
た
』
と
]
(
p
.
N
誤
d
.
)

こ
の
よ
う
な

形
容
が
画
家
の
技
巧
を
称
え
る
常
套
句
で
あ
っ
た
こ
と
が
､
こ
の
論
述
の
中
に
窺
わ
れ
る
｡

な
お
､
E
･
-
M
･
B
宗
0
≧
山
L
は
､
こ
の
『
冨
を
お
と
す
ジ
ュ
ピ
テ
ル
』
及
び
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
関
す
る
論
述
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ウ
ェ
ッ
プ
の

『
絵
画
美
論
考
』
(
D
.
羞
H
B
B
.
奉
賀
ざ
萱
㌻
㌣
華
=
㌻
こ
訂
堅
㌫
…
訂
計
ぶ
乳
已
≦
丈

よ
り
借
り
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
と
い
う

(
M
a
y
,
コ
O
t
e
〕
ひ
,
p
･
∽
芦
)
｡
こ
の
ウ
ェ
ッ
プ
は
英
国
人
で
こ
の
著
作
も
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
あ
る
｡
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
つ
い
て
デ
ィ
ド
ロ
は
､

一
七
六
三
年
一
月
十
五
日
号
の
『
文
垂
通
信
』
誌
に
紹
介
記
事
を
書
い
て
い
る
(
Q
ざ
ヨ
り
C
Q
ヨ
叉
ぎ
チ
t
.
ひ
二
e
C
-
u
b
f
r
a
コ
C
a
i
s
d
u

｢
i
く
r
e
｣
当
○
-
p
P
●
N
謡
-
N
0
0
付
こ

が
､
そ
の
紹
介
の
中
に
当
該
の
論
述
は
な
い
｡

(遡

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
第
一
巻
五
八
六
-
七
行
(
泉
井
久
之
助
訳
､
岩
波
文
庫
､
上
巻
､
六
一
頁
)
｡

畜

F
r
a
コ
C
e
S
C
O

B
O
コ
a
<
e
亡
t
u
r
a

C
A
<
声
i
E
R
l
(
-
∽
冨
⊥
澄
ご
ガ
リ
レ
イ
の
弟
子
｡
彼
の
確
立
し
た
｢
不
可
分
な
も
の
の
幾
何
学
｣
は
や
が
て

微
分
学
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
｡
な
お
､
底
本
の
c
a
v
a
-
e
r
i
は
誤
り
で
､
B
u
i
s
s
O
コ
版
と
F
i
r
ヨ
i
a
コ
i
の
手
写
稿
は
と
も
に
正
し
く
.
.
訂
く
a
l
i
e
r
i
､
､
.

と
表
記
し
て
い
る
｡

(乱

立
体
感
に
つ
い
て
は
ド
･
ラ
･
ボ
ル
ト
と
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
同
格
の
表
現
力
を
具
え
て
い
た
｡
し
か
し
こ
の
全
体
の
一
体
性
に
関
し
て
､
両
者
の
差

は
歴
然
と
し
て
く
る
｡
ド
･
ラ
･
ボ
ル
ト
の
静
物
画
の
一
点
(
『
シ
ナ
の
磁
器
製
の
碗
に
盛
ら
れ
た
桃
』
)
を
と
り
あ
げ
､
画
か
れ
た
対
象
を
記
述

し
た
あ
と
で
､
デ
ィ
ド
ロ
は
言
う
｡
｢
こ
れ
ら
の
様
々
な
対
象
は
一
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
決
し
て
犯
す
こ
と
の
な

い
失
態
で
あ
る
｡
｣

(
h
乳
Q
声
計
-
謡
∽
-
童
‥
笹
㌻
-
･
の
一
p
･
-
N
¢
･
)

蜜

前
の
文
の
｢
見
た
こ
と
が
あ
る
｣
と
い
う
複
合
過
去
に
あ
わ
せ
て
､
以
下
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
末
尾
に
至
る
ま
で
､
時
制
は
過
去
に
置
か
れ
て
い
る
が
､

二三



二四

訳
文
で
は
過
去
形
を
重
ね
る
の
が
煩
墳
な
の
で
､
こ
れ
を
避
け
た
｡

(温

メ
イ
に
よ
れ
ば
､
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
･
-
三
-
ル
ス
(
子
)

(
D
a
く
i
d
T
E
N
I
E
R
S
】
空
さ
⊥
岩
)
を
指
す
｡
農
民
生
活
に
取
材
す
る
風
俗
画
を
多
く

残
し
た
こ
の
フ
ラ
ン
ド
ル
の
画
家
に
対
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
く
り
か
え
し
讃
辞
を
与
え
て
い
る
｡
(
M
a
y
.
コ
O
t
e
岸p
.
∽
芦
)

(
弘
E
コ
C
y
C
首
監
-
e
ナ
巴
<
｣
謡
ひ
一
p
｣
巴
d
.
こ
の
項
目
は
無
印
で
あ
り
､
デ
ィ
ド
ロ
の
書
い
た
可
能
性
も
強
い
｡
な
お
プ
チ
･
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
れ

ば
､
こ
の
用
語
の
初
出
は
一
七
六
二
年
で
あ
る
か
ら
､
当
時
､
ど
く
新
し
い
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
､
引
用
し
た
本
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
､

こ
れ
に
対
し
て
項
目
の
筆
者
は
既
に
否
定
的
で
あ
る
(
こ
の
点
で
デ
ィ
ド
ロ
の
所
説
と
符
号
す
る
か
ら
､
こ
の
筆
者
を
デ
ィ
ド
ロ
と
見
な
す
一
つ
の

根
拠
に
な
る
)
｡

(坦

メ
イ
は
こ
の
理
論
が
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
タ
ブ
ロ
ー
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
て
い
る
｡
｢
こ
の
反
映
の
風
前
印
象
派
的
∀
な
理

論
は
､
お
そ
ら
く
多
く
を
シ
ャ
ル
ダ
ン
に
負
う
も
の
で
あ
る
｡
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
自
ら
の
画
面
に
お
い
て
実
践
し
た
彩
色
法
の
中
に
は
､
色
調
の
分
割

や
補
色
相
互
の
光
学
的
混
合
の
本
質
的
な
要
素
が
､
既
に
見
ら
れ
る
｡
と
い
う
の
は
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
､
ど
の
対
象
も
固
有
の
色
を
も
つ
だ
け
で
な

く
､
そ
の
表
面
に
周
囲
の
対
象
の
色
調
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
､
観
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
]
(
夢
y
t
コ
O
t
e
芦
p
●
∽
窒
)

し
か
し
､

こ
れ
は
純
然
た
る
類
似
に
基
く
推
論
で
あ
る
｡
パ
ラ
グ
ラ
フ
冒
頭
の
グ
リ
ム
ヘ
の
語
り
か
け
は
､
タ
ブ
ロ
ー
の
観
察
で
は
な
く
自
然
観
察
を
勧
め
た

も
の
で
あ
り
､
し
か
も
そ
の
内
容
は
極
め
て
詳
細
で
あ
る
｡
そ
れ
は
デ
イ
ド
ロ
自
身
の
観
察
を
前
提
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
画

面
か
ら
の
影
響
は
､
あ
る
と
し
て
も
附
随
的
で
あ
ろ
う
し
､
し
か
も
､
も
し
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
技
法
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
､
デ
ィ
ド
ロ
が
こ
こ
で
そ

れ
を
指
摘
し
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
従
っ
て
､
こ
の
理
論
の
発
想
を
汲
ん
だ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
む
し
ろ
何
ら
か
の
光
学
上
の
文
献
で
あ
る

と
私
は
推
測
す
る
｡
そ
し
て
そ
の
上
で
､
以
下
の
本
文
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
､
画
家
の
実
践
を
見
て
デ
ィ
ド
ロ
が
理
論
の
着
想
を
え
た
部
分
が

あ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
は
単
に
出
来
上
っ
た
タ
ブ
ロ
ー
を
見
て
の
こ
と
で
は
な
く
､
ア
ト
リ
エ
で
の
観
察
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

奮定番

く
e
r
n
i
㌣
e
.
p
.
∽
○
の
.

､
計
ト
.
p
.
∽
の
N
･

そ
の
語
義
に
つ
い
て
は
､
A
そ
の
3
∀
の
註
(
ほ
)
を
見
よ
｡
こ
の
文
脈
で
の
意
味
は
､
直
接
光
は
当
っ
て
い
な
い
が
､
暗
く
は
な
い
と
い
う
状

態
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡


