
（
1
）
 
表
現
主
義
演
劇
と
の
接
触
 
 

一
九
一
〇
年
代
ド
イ
ツ
に
は
じ
ま
る
表
現
主
義
運
動
は
、
国
境
や
ジ
 
 

ャ
ン
ル
を
越
え
周
辺
の
国
々
の
芸
術
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
辺
 
 

境
の
島
国
た
る
日
本
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
日
本
に
お
 
 

け
る
西
洋
演
劇
移
入
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
小
山
内
薫
も
ま
た
、
 
 

こ
の
裏
現
主
義
の
波
を
も
ろ
に
か
ぶ
っ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ま
 
 

が
り
な
り
に
も
自
己
の
演
劇
・
ス
タ
イ
ル
を
既
に
確
立
し
て
い
た
彼
に
と
 
 

っ
て
、
こ
の
新
し
い
芸
術
思
潮
と
と
り
組
む
こ
と
ほ
、
若
い
世
代
の
人
 
 

々
に
比
べ
、
よ
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
し
い
思
潮
が
、
多
く
の
場
合
普
遍
的
で
よ
り
優
れ
た
 
 

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
表
現
 
 

主
義
と
の
対
決
は
避
け
ら
れ
ぬ
課
題
で
あ
っ
た
。
 
 
 

小
山
内
が
表
現
主
義
に
対
し
て
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
ほ
、
 
 

表
現
主
義
演
劇
と
小
山
内
薫
 
 

小
 
沢
 
万
 
記
 
 
 

彼
が
 
「
カ
イ
ザ
ア
の
『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
」
 
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
国
 
 

民
文
芸
会
で
の
山
岸
光
量
に
よ
る
講
演
の
こ
ろ
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
 
 

（
2
）
 
 

（
1
）
 
 

る
。
大
正
十
年
一
月
の
こ
の
講
演
の
あ
と
、
沢
田
正
二
郎
に
よ
る
『
カ
 
 

レ
イ
の
市
民
』
の
上
演
お
よ
び
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
の
上
映
を
経
 
 

て
、
∧
忽
ち
 
「
表
現
派
」
と
い
う
詞
が
、
誰
も
彼
も
の
口
に
登
る
よ
う
 
 

に
な
っ
た
∨
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
背
景
に
し
て
、
小
山
内
は
 
 

表
現
主
義
の
研
究
と
綜
介
に
手
を
そ
め
て
い
く
。
そ
し
て
大
正
十
年
か
 
 

ら
十
一
年
に
か
け
て
＜
こ
の
派
の
作
品
を
凡
そ
四
五
十
篇
集
め
＞
そ
れ
 
 

で
も
足
り
な
く
て
∧
ド
イ
ツ
の
本
屋
へ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
7
で
大
版
七
ペ
 
 

ニ
ジ
程
の
注
文
を
出
し
た
∨
は
ど
で
あ
っ
た
。
 
 
 

小
山
内
の
作
業
は
、
こ
の
間
戯
曲
を
読
む
こ
と
に
集
中
し
て
お
り
、
 
 

紹
介
活
動
も
、
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
戯
曲
の
内
容
（
と
り
わ
け
そ
の
筋
）
 
 

を
伝
え
る
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
派
の
作
品
 
 

を
一
つ
一
つ
読
ん
だ
上
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
派
に
つ
い
て
∧
何
一
つ
言
 
 

う
事
も
、
考
え
る
審
も
、
行
な
う
事
も
出
来
な
い
＞
と
考
え
て
い
る
か
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ら
な
の
だ
が
、
こ
の
種
な
小
山
内
の
一
種
迂
遠
な
態
度
と
、
同
じ
文
章
 
 

の
中
で
表
明
さ
れ
て
い
る
∧
私
は
思
想
的
に
も
手
法
的
に
も
、
こ
の
派
 
 

の
感
化
が
や
が
て
世
界
の
芸
術
を
革
命
せ
ず
に
は
置
く
ま
い
と
信
じ
て
 
 

い
る
＞
と
い
う
判
断
と
の
間
に
ほ
、
あ
る
隔
り
が
あ
る
こ
と
は
無
視
で
 
 

き
な
い
。
 
 
 

つ
ま
り
、
小
山
内
は
自
分
が
ま
だ
＜
何
一
つ
言
う
こ
と
も
、
考
え
る
 
 

こ
と
も
、
行
な
う
事
も
出
来
な
い
∨
も
の
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
一
つ
 
 

の
は
っ
き
り
し
た
評
価
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
何
一
つ
」
語
り
 
 

得
な
い
と
い
う
の
は
た
し
か
に
小
山
内
一
流
の
誇
張
し
た
言
い
方
に
ほ
 
 

違
い
あ
る
ま
い
、
し
か
し
実
際
の
所
、
当
時
の
小
山
内
を
含
め
日
本
に
 
 

い
た
多
く
の
人
人
に
と
っ
て
海
の
む
こ
う
の
表
現
主
義
演
劇
に
つ
い
て
、
 
 

は
っ
き
り
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
評
価
を
加
え
る
こ
と
は
は
と
ん
ど
不
 
 

可
能
に
近
か
っ
た
。
山
岸
光
宣
に
よ
る
紹
介
に
し
て
も
、
同
時
期
の
彼
 
 

（
3
）
 
 

の
文
章
か
ら
判
断
す
れ
は
、
大
き
な
間
違
い
を
犯
し
て
は
い
な
い
と
は
 
 

い
え
隔
靴
掻
痺
の
感
ほ
ま
ぬ
が
れ
ず
、
そ
の
内
容
か
ら
表
現
主
義
が
 
 

「
世
界
の
芸
術
を
革
命
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
判
断
は
生
れ
よ
う
が
な
 
 

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
判
断
の
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
を
 
 

強
い
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
新
し
い
」
芸
術
思
潮
で
あ
る
と
 
 

い
う
こ
と
と
、
何
や
ら
深
遠
な
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
る
ら
し
い
と
い
 
 

う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
 
 
 

と
も
か
く
小
山
内
が
表
現
主
義
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
一
種
の
予
断
 
 

を
持
っ
て
の
ぞ
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
の
表
現
主
義
に
対
す
る
 
 

こ
の
は
じ
め
の
判
断
が
ど
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
さ
 
 

れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
、
ま
ず
彼
の
精
力
的
 
 

な
戯
曲
研
究
の
精
華
が
、
「
紹
介
活
動
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
 
 

れ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

（
2
）
 
「
カ
イ
ザ
ア
の
 
『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
」
 
 

彼
に
よ
る
表
現
主
義
戯
曲
の
紹
介
は
、
主
に
『
劇
と
評
論
』
誌
上
に
 
 

お
い
て
行
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
イ
ザ
ー
の
『
朝
か
ら
夜
 
 

中
ま
で
』
 
の
梗
概
が
、
『
劇
と
評
論
』
 
の
創
刊
号
（
六
月
号
）
、
七
、
八
、
 
 

九
、
十
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
小
山
内
ほ
カ
イ
ザ
ー
の
 
 

戯
曲
を
約
十
八
種
類
手
に
入
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
戯
曲
を
ま
ず
紹
 
 

介
の
最
初
に
選
ん
だ
理
由
は
＜
何
処
か
に
面
白
い
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
∨
 
 

か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
文
章
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
ベ
ル
ン
ハ
ル
 
 

ト
・
デ
ィ
ー
ボ
ル
ト
ら
欧
米
の
批
評
家
に
よ
る
評
価
も
参
考
に
し
た
も
 
 

（
4
）
 
 

の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

七
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
 
 

の
紹
介
は
異
例
と
言
っ
て
も
よ
い
程
長
い
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
 
 

の
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
予
定
外
に
長
引
い
て
し
ま
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
毎
回
の
連
載
の
お
ぁ
り
に
、
必
ず
∧
今
日
も
時
間
が
 
 

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
＞
と
読
者
に
対
し
て
謝
罪
し
て
い
る
の
ほ
、
締
 
 

切
り
が
せ
ま
っ
て
論
文
を
予
定
し
た
長
さ
ま
で
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
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っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
同
時
に
こ
の
論
文
そ
の
も
の
が
小
 
 

山
内
の
意
図
を
こ
え
て
長
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
も
あ
 
 

る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
長
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
 
 

こ
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
戯
曲
の
筋
を
つ
た
え
る
の
に
終
始
し
て
い
る
の
 
 

だ
が
、
そ
れ
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
逐
字
訳
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
 
 

め
に
要
約
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
山
内
 
 

が
不
必
要
な
部
分
を
見
極
め
て
そ
れ
を
削
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
 
 

と
に
帰
因
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
」
表
現
主
義
な
い
し
カ
イ
ザ
ー
に
つ
 
 

い
て
明
確
な
概
念
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
部
分
 
 

を
強
調
し
、
二
義
的
な
要
素
を
割
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
小
 
 

山
内
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
概
念
に
自
信
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
要
約
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
殆
ど
逐
語
訳
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
紹
介
や
お
ぁ
り
に
次
の
よ
う
に
言
わ
 
 

ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

最
後
に
全
体
の
評
論
で
も
す
る
の
が
泰
当
だ
が
、
梗
概
も
こ
の
位
詳
 
 
 

し
く
書
け
ば
、
も
う
殆
ど
評
論
の
余
地
ほ
な
く
な
っ
て
い
る
。
読
者
 
 
 

各
自
の
心
の
厳
に
味
わ
っ
て
も
ら
う
の
が
、
一
番
好
い
為
方
な
の
で
 
 
 

あ
る
。
（
Ⅲ
－
〓
ニ
八
）
 
 

と
ほ
言
っ
て
も
小
山
内
と
て
表
現
主
義
に
つ
い
て
の
何
の
概
念
も
な
 
 

く
こ
の
翻
訳
に
と
り
か
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
め
文
章
の
あ
ち
土
 
 

ち
に
見
え
か
く
れ
す
る
。
小
山
内
の
表
現
主
義
観
を
さ
ぐ
っ
て
み
ょ
う
。
 
 

支
配
人
は
一
度
自
分
の
部
屋
へ
入
る
が
、
直
ぐ
と
又
出
て
釆
て
、
い
 
 
 

き
な
り
出
納
係
に
向
っ
て
、
一
ペ
エ
ジ
以
上
も
あ
る
詠
嘆
的
な
長
台
 
 
 

詞
を
浴
せ
か
け
る
。
こ
の
辺
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
「
表
現
派
」
ら
し
い
匂
 
 
 

が
L
て
来
る
の
で
あ
る
。
（
Ⅲ
－
一
〇
八
）
 
 

こ
の
長
台
詞
が
ど
う
し
て
表
現
派
的
な
の
か
。
カ
ギ
ほ
 
「
詠
嘆
的
」
 
 

で
あ
る
所
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
台
詞
は
直
接
に
は
出
納
係
に
向
け
ら
 
 

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 
「
詠
嘆
的
」
な
点
に
於
て
独
白
に
近
い
。
 
 

小
山
内
が
表
現
主
義
戯
曲
の
特
徴
の
一
つ
を
独
自
の
多
用
に
も
と
め
て
 
 

い
た
こ
と
は
「
劇
場
茶
話
」
に
お
い
て
∧
ド
イ
ツ
の
表
現
派
の
戯
曲
作
 
 

家
ほ
、
み
ん
な
平
気
で
独
白
を
使
う
。
し
か
も
盛
に
使
う
。
∨
（
Ⅲ
－
九
 
 

二
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
 
 
 

『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
 
の
特
徴
と
し
て
小
山
内
が
次
に
あ
げ
て
い
る
 
 

の
は
∧
そ
こ
に
唯
「
行
為
」
 
の
活
動
写
真
的
な
連
絡
が
あ
る
だ
け
で
、
 
 

一
人
一
人
の
人
物
の
性
格
、
人
物
と
人
物
と
過
去
の
関
係
な
ど
が
、
一
 
 

向
に
現
わ
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
∨
（
Ⅲ
－
一
一
〇
）
が
、
そ
れ
ほ
 
 

必
ず
し
も
表
現
派
的
な
特
質
で
は
な
い
と
し
て
、
芝
居
が
銀
行
家
を
中
 
 

心
に
収
赦
し
て
い
く
あ
た
り
か
ら
表
現
主
義
の
芝
居
ら
し
く
な
っ
て
く
 
 

る
と
い
う
。
第
一
場
、
第
二
場
が
写
生
的
要
素
が
強
い
の
に
対
し
て
、
 
 

第
三
場
に
な
っ
て
突
然
表
現
派
ら
し
い
色
彩
が
渡
く
な
る
と
小
山
内
は
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晋
う
。
そ
の
板
拠
は
、
独
白
だ
け
で
こ
の
一
場
が
串
わ
っ
て
い
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

形
式
の
面
で
、
独
白
を
表
現
主
義
戯
曲
の
特
質
と
と
ら
え
た
小
山
内
 
 

は
、
台
詞
の
内
容
の
点
で
は
ど
の
よ
う
な
点
を
表
現
主
義
的
と
考
え
て
 
 

い
た
の
か
。
 
 

熱
狂
的
な
叫
喚
だ
。
鳴
曝
す
る
裸
体
だ
。
情
慾
の
陳
列
館
だ
。
あ
の
 
 
 

困
り
を
見
給
え
、
五
つ
の
暑
が
入
り
ま
じ
っ
て
い
る
。
一
つ
の
肩
に
 
 

（
5
）
 
 
 

首
が
五
つ
の
っ
て
い
る
。
一
つ
の
胸
か
ら
、
辛
が
五
対
出
て
い
る
。
 
 
 

（
Ⅲ
1
一
二
三
）
 
 

こ
の
台
詞
が
ど
の
よ
う
な
点
で
表
現
主
義
的
で
あ
る
の
か
を
小
山
内
 
 

は
述
べ
て
い
な
い
が
、
前
半
の
絶
叫
的
な
単
語
の
つ
み
重
ね
や
後
半
の
 
 

＜
一
つ
の
肩
に
首
が
五
つ
＞
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
指
し
 
 

て
表
現
主
義
的
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

主
人
公
が
最
初
に
雪
の
木
立
の
彼
の
中
に
見
た
骸
骨
の
幻
影
を
、
こ
 
 
 

の
最
後
の
場
で
、
天
井
の
電
線
の
中
に
見
る
の
も
、
表
現
派
ら
し
い
 
 
 

新
奇
な
思
い
つ
き
で
あ
る
。
（
Ⅲ
－
一
三
八
）
 
 
 

と
い
う
の
も
、
同
様
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
幻
想
を
媒
介
と
 
 

し
て
形
象
化
す
る
こ
と
が
表
現
主
義
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
 
 

を
意
味
す
る
。
 
 
 

こ
の
二
つ
の
特
傲
（
独
白
と
幻
想
的
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
イ
メ
ー
ジ
）
 
 

は
表
現
主
義
の
主
観
的
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
 
 

形
式
的
な
新
し
さ
に
対
し
て
、
も
り
こ
ま
れ
た
内
容
は
古
い
も
の
で
あ
 
 

る
、
と
小
山
内
は
言
う
。
こ
の
戯
曲
の
テ
ー
マ
は
「
救
い
を
求
め
る
巡
 
 

礼
」
セ
あ
る
と
す
る
小
山
内
に
と
っ
て
、
表
現
主
義
は
あ
く
ま
で
も
普
 
 

遍
的
な
内
容
に
与
え
ら
れ
た
新
し
い
形
式
に
飽
な
ら
な
い
。
 
 

（
3
）
 
「
ハ
ー
ゼ
ソ
ク
レ
エ
フ
ェ
ル
の
『
人
間
』
の
解
説
」
 
 

次
い
で
発
表
さ
れ
た
の
が
、
ハ
ー
ゼ
ソ
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ー
の
『
人
間
 
 

（
達
）
』
の
翻
訳
と
、
そ
の
解
説
で
あ
る
「
ハ
ー
ゼ
ソ
ク
レ
エ
フ
ェ
ル
の
 
 

『
人
間
』
 
の
解
説
」
 
で
あ
っ
た
。
こ
の
戯
曲
の
特
徴
と
し
て
小
山
内
が
 
 

あ
げ
て
い
る
の
は
、
＜
読
ま
る
る
通
り
、
人
間
の
言
う
言
葉
ほ
大
佐
唯
 
 

一
語
で
あ
る
＞
（
『
人
間
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
」
Ⅲ
－
一
四
六
）
と
い
う
 
 

い
わ
ゆ
る
「
電
報
文
体
」
と
＜
映
画
的
な
場
面
の
急
速
な
変
化
∨
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
山
内
の
表
現
主
義
観
に
、
「
独
白
」
と
い
う
 
 

要
素
以
外
に
二
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
加
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
表
 
 

現
主
義
的
戯
曲
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
 
「
電
報
文
体
」
を
、
カ
イ
ザ
ー
 
 

の
作
品
か
ら
は
見
て
取
れ
な
か
っ
た
小
山
内
は
、
『
人
間
』
 
に
お
い
て
 
 

そ
れ
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
「
映
画
的
な
場
面
の
連
続
性
」
に
つ
い
 
 

て
は
、
カ
イ
ザ
ー
の
戯
曲
の
特
徽
で
あ
る
と
『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
の
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解
説
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
は
ま
だ
 
「
表
現
主
義
」
 
 

と
い
う
文
脈
に
お
い
て
ほ
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
 
 

『
人
間
』
 
の
解
説
に
お
い
て
＜
場
面
の
急
速
な
変
化
ほ
表
現
派
詩
人
の
 
 

特
色
で
は
あ
る
＞
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
人
間
』
 
の
 
「
精
神
的
内
容
」
 
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
 
 

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
山
内
ほ
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
 
の
銀
行
出
納
係
が
巡
礼
な
ら
『
人
間
』
 
の
ア
 
 
 

レ
ク
サ
ン
ダ
ア
は
救
世
主
で
あ
る
。
（
Ⅲ
－
一
四
七
）
 
 
 

シ
ュ
タ
ツ
イ
オ
ー
ネ
ン
テ
ヒ
ニ
ー
グ
 
 
 

表
現
主
義
演
劇
に
お
い
て
多
用
さ
れ
た
段
階
的
割
場
法
の
起
源
が
、
 
 

シ
ュ
タ
ツ
イ
オ
ー
ン
 
 

ス
ト
リ
ソ
ト
ベ
ル
ク
か
ら
中
世
受
難
劇
の
留
 
に
ま
で
た
ど
り
う
る
こ
 
 

と
を
考
え
れ
ば
、
小
山
内
が
主
人
公
を
キ
リ
ス
ト
に
な
ぞ
ら
え
て
解
釈
 
 

し
た
こ
と
ほ
、
劇
構
成
の
上
か
ら
見
て
納
得
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
小
山
内
が
そ
う
解
釈
し
た
時
彼
の
目
は
作
劇
上
の
問
題
よ
 
 

り
、
む
し
ろ
劇
の
 
「
内
容
」
 
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

表
現
主
義
が
そ
の
一
つ
の
側
面
と
し
て
宗
教
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
た
 
 

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
久
保
栄
は
、
小
山
内
の
 
『
人
間
』
理
解
に
、
 
 

（
6
）
 
 

フ
ロ
イ
ト
説
の
影
響
を
見
て
い
る
が
、
彼
の
こ
の
こ
と
ば
か
ら
も
う
 
 

か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
小
山
内
を
動
か
し
て
い
た
の
ほ
、
む
し
ろ
宗
 
 

教
的
動
横
で
あ
っ
た
。
内
村
鑑
三
の
弟
子
で
あ
り
、
や
が
て
内
村
を
 
 

離
れ
、
新
興
宗
教
に
凝
っ
た
り
し
た
小
山
内
の
宗
教
経
験
が
戯
曲
の
 
 

評
価
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
独
白
」
 
の
 

内
容
と
し
て
、
彼
が
 
「
内
面
の
苦
悩
」
や
「
罪
の
意
識
」
と
い
う
側
 
 

面
を
強
調
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
 
『
人
間
』
が
、
カ
イ
ザ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
梗
概
で
は
な
く
翻
 
 

訳
と
な
っ
た
の
は
、
彼
が
こ
の
戯
曲
の
持
つ
新
し
さ
を
直
接
伝
え
よ
う
 
 

と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
一
面
で
は
彼
の
紹
介
の
意
欲
を
示
す
も
の
で
 
 

あ
る
。
他
方
、
そ
れ
は
『
人
間
』
を
梗
概
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
の
 
 

困
難
さ
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
＜
梗
概
や
評
論
な
ど
で
は
本
当
の
紹
 
 

介
に
な
ら
な
い
＞
と
い
う
の
ほ
『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
 
の
梗
概
の
内
容
 
 

に
つ
い
て
の
反
省
を
ふ
ま
え
て
の
発
言
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
 
 

『
人
間
』
 
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
仕
事
の
質
に
お
い
て
も
、
小
山
内
は
表
 
 

現
主
義
紹
介
の
第
二
歩
を
ふ
み
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
 
 
 

八
一
ゼ
ソ
ク
レ
ー
ヴ
ア
ー
の
紹
介
に
つ
づ
い
て
、
小
山
内
ほ
 
「
レ
エ
 
 

フ
イ
ッ
シ
ュ
の
 
『
運
転
手
マ
ル
チ
ソ
』
」
 
の
連
載
を
『
劇
と
評
論
』
誌
 
 

上
で
開
始
す
る
が
、
ほ
じ
め
て
ま
も
な
く
関
東
大
震
災
の
た
め
中
断
を
 
 

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
れ
が
震
災
前
の
小
山
内
に
よ
る
表
現
主
義
紹
介
 
 

の
最
後
と
な
る
。
彼
の
そ
の
後
の
活
動
ほ
築
地
小
劇
場
を
拠
点
と
し
た
 
 

段
階
に
移
っ
て
行
く
。
表
現
主
義
紹
介
期
の
小
山
内
の
仕
事
は
、
総
じ
 
 

て
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
理
解
の
曖
昧
な
点
ほ
あ
っ
た
も
の
の
、
対
象
 
 

に
即
し
た
忠
実
な
梗
概
や
翻
訳
と
い
う
形
で
、
名
前
と
し
て
し
か
知
ら
 
 

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
文
学
傾
向
の
実
態
の
一
端
を
紹
介
す
る
上
に
お
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（
4
）
 
∧
表
現
主
義
は
誤
り
伝
え
ら
れ
た
＞
 
 

築
地
時
代
の
小
山
内
の
仕
事
は
、
劇
団
の
運
営
、
外
国
戯
曲
や
演
劇
 
 

論
の
紹
介
、
演
出
、
創
作
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
表
現
 
 

主
義
紹
介
の
仕
事
の
占
め
る
比
重
は
決
し
て
大
き
く
ぼ
な
い
。
大
震
災
 
 

前
か
ら
続
い
て
い
た
表
現
主
義
に
対
す
る
関
心
ほ
決
し
て
お
と
ろ
え
た
 
 

わ
け
で
は
な
い
が
、
∧
築
地
小
劇
場
は
演
劇
を
提
供
す
る
機
関
で
あ
っ
 
 

て
戯
曲
を
紹
介
す
る
場
所
で
は
な
い
∨
と
い
う
彼
の
位
置
づ
け
か
ら
す
 
 

れ
ば
、
紹
介
の
仕
事
が
手
薄
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
中
で
『
演
劇
新
潮
』
大
正
十
四
年
六
月
号
に
発
表
さ
れ
 
 

た
「
表
現
主
義
戯
曲
の
研
究
」
と
題
す
る
文
章
は
こ
の
時
期
の
本
格
的
 
 

な
表
現
主
義
紹
介
の
仕
事
と
し
て
ほ
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
故
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
小
山
内
の
表
現
主
義
観
を
さ
ぐ
る
上
に
 
 

い
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
．
て
よ
い
。
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
 
 

た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
表
現
派
戯
曲
」
で
あ
っ
て
舞
台
的
形
象
と
し
 
 

て
の
 
「
表
現
主
義
演
劇
」
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ほ
、
当
時
の
小
山
 
 

内
が
せ
い
ぜ
い
舞
台
写
真
を
見
る
程
度
の
こ
と
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
 
 

こ
と
を
考
え
れ
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
 
 

表
現
派
戯
曲
の
紹
介
を
通
じ
て
、
小
山
内
は
自
己
の
表
現
主
義
観
を
形
 
 

成
し
っ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
彼
は
次
の
築
地
の
段
階
へ
と
 
 

踏
み
こ
む
こ
と
に
な
る
。
 
 

お
い
て
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
文
章
の
は
じ
め
で
 
 

小
山
内
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

表
現
主
義
は
あ
や
ま
り
伝
え
ら
れ
た
1
少
く
と
も
日
本
へ
ぼ
あ
や
 
 
 

ま
り
伝
え
ら
れ
た
。
（
Ⅲ
－
一
九
七
）
 
 
 

ヽ
 
 
表
現
主
義
に
対
す
る
誤
解
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
彼
 
 

は
こ
の
誤
解
の
起
源
を
映
画
『
カ
ル
ガ
リ
博
士
』
に
も
と
め
る
。
つ
ま
 
 

り
『
カ
リ
ガ
リ
』
は
映
画
劇
と
し
て
は
優
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
台
 
 

詞
を
持
た
な
い
視
覚
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
そ
れ
を
通
じ
た
日
 
 

本
へ
の
表
現
主
義
移
入
は
単
に
目
に
見
え
る
「
形
式
」
か
ら
は
じ
ま
っ
 
 

た
と
い
う
。
こ
の
見
解
は
、
あ
る
程
度
首
肯
で
き
る
。
．
・
小
山
内
が
こ
こ
 
 

で
「
形
式
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
「
カ
イ
ザ
ア
の
『
朝
か
ら
夜
中
ま
 
 

で
』
」
の
中
で
「
内
容
」
 
の
古
さ
と
対
照
さ
せ
て
語
っ
て
い
る
「
戯
曲
形
 
 

式
」
 
の
こ
と
で
は
な
く
、
舞
台
美
術
な
ど
の
 
「
視
覚
的
表
現
」
 
の
こ
と
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
表
じ
七
誤
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
言
 
 

え
ば
、
∧
表
現
主
義
は
怪
奇
な
芸
術
で
あ
る
。
 
－
 
表
現
主
義
ほ
病
的
 
 

な
芸
術
で
あ
る
。
 
－
 
表
現
主
義
は
単
に
新
奇
を
誇
る
芸
術
で
あ
る
。
 
 

－
－
表
現
主
義
は
一
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
バ
∨
と
い
う
観
念
で
あ
 
 

る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
築
地
に
お
け
る
『
海
戦
』
『
瓦
斯
』
『
朝
か
ら
夜
 
 

中
ま
で
』
 
の
上
演
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
誤
解
は
と
り
の
ぞ
か
れ
な
 
 

か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ほ
築
地
に
お
け
る
演
出
が
必
ず
し
も
表
現
主
義
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的
な
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
山
内
に
よ
れ
 
 

ば
戯
曲
は
表
現
主
義
的
で
も
演
出
ほ
そ
う
と
ほ
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
 
 

築
地
で
は
、
俳
優
の
力
量
と
観
客
の
理
解
力
を
考
慮
に
入
れ
て
、
非
表
 
 

現
主
義
的
演
出
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
山
内
は
こ
こ
で
ほ
あ
 
 

げ
て
い
な
い
が
、
「
演
出
家
の
力
量
不
足
」
を
こ
れ
に
加
え
て
も
よ
い
 
 

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
小
山
内
が
下
し
て
い
る
判
断
は
重
要
で
あ
る
。
つ
 
 

ま
り
、
築
地
は
ま
だ
表
現
主
義
的
演
出
を
本
格
的
に
行
な
う
力
量
を
持
 
 

っ
て
い
な
い
と
、
彼
ほ
こ
の
時
点
∧
大
正
十
四
年
六
月
∨
で
考
え
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
に
於
け
る
表
現
主
義
紹
介
の
現
状
に
つ
い
 
 

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

表
現
主
義
は
依
然
と
し
て
暗
中
に
模
索
せ
ら
れ
て
い
る
。
或
は
全
く
 
 
 

違
っ
た
場
所
に
、
そ
の
在
り
か
を
探
ら
れ
て
い
る
。
或
は
単
に
独
断
 
 
 

的
な
日
本
の
詩
人
の
幻
想
の
中
に
連
な
姿
を
見
せ
て
い
る
。
（
Ⅲ
－
 
 

一
九
九
）
 
 

表
現
主
義
を
＜
暗
中
に
模
索
＞
し
て
い
る
の
は
、
築
地
の
人
々
の
こ
 
 

と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
階
で
築
地
で
の
表
現
主
義
戯
曲
の
上
演
に
対
し
 
 

て
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
小
山
内
は
、
表
現
主
 
 

義
の
其
の
姿
を
示
す
た
め
に
具
体
的
な
処
方
箋
を
提
示
し
得
る
わ
け
で
 
 

は
な
い
。
表
現
主
義
に
対
す
る
誤
解
を
解
く
た
め
に
そ
の
め
ざ
す
所
を
 
 

具
体
的
に
示
す
の
で
ほ
な
く
、
問
題
は
理
論
的
基
礎
の
欠
如
と
い
う
抽
 
 

象
的
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
即
ち
、
表
現
主
義
の
理
論
的
基
礎
 
 

を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
芸
術
を
「
完
全
に
」
理
解
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
。
誤
解
は
そ
こ
か
ら
生
じ
た
と
い
う
。
 
 
 

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
 
「
表
現
主
義
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ー
ク
」
と
は
何
で
 
 

あ
る
か
。
彼
が
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
、
基
凍
的
に
は
カ
ン
ト
的
認
識
論
 
 

（
7
）
 
 

の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
＜
「
現
象
世
界
」
 
に
あ
っ
て
は
 
 

「
物
」
が
 
「
我
」
 
の
認
知
行
為
の
対
象
と
な
っ
て
始
め
て
 
「
物
」
と
し
 
 

て
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
＞
と
、
主
観
に
よ
る
世
界
の
構
成
作
用
に
つ
 
 

い
て
述
べ
て
か
ら
、
∧
そ
れ
故
又
、
「
主
観
の
個
性
」
が
 
「
世
界
」
 
の
 
 

内
へ
流
れ
込
む
こ
と
も
免
れ
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
＞
と
す
る
。
そ
し
 
 

て
芸
術
作
品
ほ
こ
の
主
観
が
世
界
に
流
れ
こ
ん
だ
領
域
に
所
属
し
て
い
 
 

る
。
と
こ
ろ
が
、
表
現
主
義
以
前
の
芸
術
は
、
作
品
の
客
観
性
に
固
執
 
 

し
て
釆
た
。
表
現
主
義
は
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
跳
躍
と
し
て
あ
る
 
 

と
い
う
。
 
 
 

こ
の
文
章
か
ら
ほ
、
た
し
か
に
小
山
内
の
表
現
主
義
の
普
遍
性
を
な
 
 

ん
と
か
論
証
し
ょ
う
と
い
う
意
欲
が
読
み
と
れ
る
。
彼
が
新
奇
な
も
の
 
 

に
引
き
つ
け
ら
れ
る
傾
向
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
魅
力
を
「
新
し
さ
」
 
 

で
は
な
く
、
普
遍
性
の
う
ち
に
も
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
 
 

が
え
る
。
し
か
し
、
表
現
主
義
に
対
す
る
誤
解
を
解
く
と
い
う
彼
の
目
 
 

的
が
こ
れ
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
で
も
達
成
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
答
は
 
 

否
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
哲
学
に
よ
っ
て
表
現
主
義
の
認
識
論
的
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
8
）
 
 

基
礎
づ
け
を
行
な
お
う
と
す
る
試
み
ほ
現
在
も
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
意
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蓋
わ
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
時
点
で
必
要
だ
っ
た
こ
と
 
 

は
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
意
義
づ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
存
在
で
あ
 
 

る
表
現
主
義
の
「
特
殊
性
」
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
 
 

震
災
前
に
小
山
内
が
行
な
っ
て
い
た
よ
う
な
、
実
態
を
正
確
に
伝
え
る
 
 

「
紹
介
」
の
仕
事
こ
そ
が
こ
こ
で
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
 
 

あ
る
。
小
山
内
は
決
し
て
形
而
上
学
的
な
議
論
を
得
意
と
し
て
い
た
わ
 
 

け
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
第
一
に
実
践
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
章
 
 

も
必
ず
し
も
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
く
、
（
芸
術
作
品
は
）
＜
常
 
 

に
、
客
観
的
な
も
の
の
領
域
に
あ
っ
て
は
、
堅
く
接
合
せ
ら
れ
た
客
観
 
 

な
の
で
あ
る
∨
と
い
う
よ
う
な
意
味
不
明
の
表
現
も
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
 
 

な
ぜ
彼
は
こ
の
よ
う
な
不
得
意
な
領
域
に
あ
え
て
踏
み
こ
ん
だ
の
だ
ろ
 
 

員
ノ
○
 
 
 

こ
の
文
章
が
書
か
れ
る
半
年
は
ど
前
に
、
小
山
内
は
、
『
演
劇
新
潮
』
 
 

同
人
と
の
翻
訳
劇
上
演
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
連
し
て
講
演
会
を
行
な
っ
 
 

て
い
る
。
そ
の
時
の
も
よ
う
を
当
時
ま
だ
二
十
代
の
青
年
だ
っ
た
舟
橋
 
 

聖
一
が
書
い
て
い
る
。
 
 

私
が
今
で
も
あ
り
あ
り
覚
え
て
ゐ
る
の
ほ
、
こ
の
論
争
に
関
し
て
築
 
 
 

地
小
劇
場
に
於
て
、
慶
應
義
塾
劇
研
究
会
の
主
催
の
下
に
、
小
劇
場
 
 
 

側
の
講
演
会
が
ひ
ら
か
れ
た
時
、
小
山
内
氏
が
本
論
の
外
に
、
蓑
現
 
 
 

主
義
戯
曲
に
つ
い
て
、
説
明
を
さ
れ
、
自
然
主
義
戯
曲
を
強
硬
に
排
 
 
 

除
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
卓
上
の
コ
ッ
プ
を
と
り
あ
げ
、
今
ま
 
 

舟
橋
は
、
こ
の
小
山
内
の
発
言
を
一
種
の
表
現
主
義
宣
言
と
受
け
と
 
 

っ
て
い
る
。
築
地
の
活
動
を
表
現
主
義
に
よ
っ
て
「
強
く
支
配
さ
れ
て
 
 

い
た
」
と
見
る
見
方
は
何
も
舟
橋
の
み
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
て
、
 
 

∧
一
般
も
さ
う
認
め
て
ゐ
た
＞
と
舟
橋
は
言
う
。
し
か
し
、
舟
橋
ら
に
よ
 
 

る
こ
の
よ
う
な
築
地
の
評
価
と
＜
表
現
主
義
は
あ
や
ま
り
伝
え
ら
れ
た
 
 

＞
と
し
て
築
地
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
其
の
表
現
主
義
で
ほ
な
い
 
 

と
主
張
す
る
小
山
内
の
本
意
と
の
閤
に
大
き
な
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
は
言
 
 

う
ま
で
も
な
い
。
大
震
災
前
の
戯
曲
紹
介
の
段
階
で
＜
こ
の
派
の
作
品
 
 

そ
の
も
の
を
一
つ
一
つ
読
ん
だ
上
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
派
に
関
し
て
何
 
 

一
つ
言
う
事
も
、
考
え
る
事
も
、
行
な
う
事
も
出
来
な
い
＞
と
考
え
て
 
 

い
た
彼
は
、
実
際
行
動
に
お
い
て
は
、
か
な
り
慎
重
で
あ
っ
た
。
こ
の
 
 

小
山
内
の
慎
重
な
姿
勢
と
、
『
海
戦
』
を
契
機
と
し
て
「
築
地
」
を
「
表
 
 

現
派
劇
場
」
と
見
な
す
舟
橋
ら
若
い
観
客
層
の
意
識
の
乗
離
か
ら
、
小
 
 

山
内
は
か
な
り
焦
燥
感
を
抱
い
た
は
ず
で
あ
る
。
自
然
主
義
を
「
強
硬
 
 

に
」
排
除
し
た
と
い
う
表
現
か
ら
彼
の
言
葉
の
激
し
い
調
子
が
う
か
が
 
 

え
る
し
、
「
高
ら
か
に
叫
ん
で
、
卓
を
叩
い
た
」
 
の
ほ
興
奮
の
あ
ら
わ
 
 

（
1
0
）
 
 

れ
で
あ
ろ
う
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 

で
は
こ
の
コ
ッ
プ
を
描
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
は
コ
ヅ
プ
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
ふ
も
の
を
措
く
の
で
あ
る
。
表
現
主
義
の
第
一
歩
は
、
自
然
主
義
 
 

及
び
印
象
主
義
の
拗
棄
か
ら
始
る
の
だ
と
、
高
ら
か
に
叫
ん
で
、
卓
 
 

（
9
）
 
 

を
叩
い
た
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し
か
し
、
小
山
内
と
し
て
ほ
、
い
く
ら
焦
燥
感
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
 
 

具
体
的
な
活
動
に
お
い
て
そ
れ
を
乗
り
こ
え
る
だ
け
の
準
備
は
な
か
っ
 
 

た
。
一
方
、
先
の
彼
の
発
言
が
、
一
種
の
表
現
主
義
宣
言
の
よ
う
に
受
 
 

け
取
ら
れ
た
よ
う
に
、
築
地
に
お
け
る
『
海
戦
』
を
は
じ
め
と
す
る
表
 
 

現
主
義
戯
曲
の
上
演
は
表
現
主
義
の
実
物
拇
示
で
あ
る
と
一
般
に
は
受
 
 

け
取
ら
れ
、
彼
の
意
図
を
超
え
た
所
で
表
現
主
義
に
つ
い
て
の
一
つ
の
 
 

す
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
一
般
的
な
表
現
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
小
山
内
が
感
じ
て
 
 

い
た
異
和
感
の
根
拠
は
結
局
の
と
こ
ろ
彼
自
身
は
表
現
主
義
に
つ
い
て
 
 

い
ま
だ
明
確
な
概
念
を
形
成
し
得
て
い
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
故
、
 
 

彼
は
こ
の
 
「
誤
解
」
を
具
体
的
な
次
元
で
は
全
く
批
判
し
得
ず
、
認
識
 
 

論
と
い
う
借
り
て
き
た
議
論
に
よ
っ
て
攻
撃
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
の
残
さ
れ
た
課
題
は
実
 
 

際
の
 
「
表
現
主
義
演
劇
」
を
観
客
の
前
に
示
す
以
外
に
は
な
か
っ
た
は
 
 

ず
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
『
牧
場
の
花
嫁
』
 
の
上
演
ま
で
 
 

山
本
安
英
が
伝
え
る
次
の
よ
う
な
小
山
内
の
演
出
姿
勢
は
小
山
内
が
 
 

表
現
主
義
演
劇
の
演
出
を
躊
躇
し
て
い
た
理
由
を
示
し
て
い
る
。
 
 

僕
ほ
、
皆
に
一
番
間
違
ひ
な
い
、
正
し
い
我
術
を
教
へ
る
に
、
ど
う
 
 
 

し
た
ら
い
ゝ
か
色
々
考
へ
た
が
、
自
分
が
実
際
に
親
し
く
見
て
来
た
 
 
 

外
国
の
非
常
に
す
ぐ
れ
た
芝
居
を
、
集
め
て
お
い
た
写
真
や
、
細
か
 
 
 

く
ノ
ー
ト
し
て
来
た
プ
ラ
ン
を
参
考
と
し
て
そ
の
ま
ゝ
演
出
す
る
の
 
 
 

が
、
将
来
の
君
等
の
技
術
的
な
基
礎
を
作
る
為
に
、
一
番
誤
り
の
な
 
 

（
1
1
）
 
 
 

い
教
へ
方
だ
と
思
ふ
。
 
 
 

上
方
与
志
と
は
臭
っ
て
表
現
主
義
舞
台
に
接
し
た
こ
と
の
な
い
小
山
 
 

内
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
演
出
計
画
に
載
せ
る
こ
と
は
大
き
な
冒
 
 

ヽ
 
 

険
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
大
正
十
三
年
秋
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
彼
 
 

が
築
地
で
演
出
し
た
演
目
を
一
瞥
す
る
と
、
中
心
は
あ
く
ま
で
も
ロ
シ
 
 

ア
物
と
北
欧
物
で
あ
り
、
演
目
の
設
定
に
あ
た
っ
て
小
山
内
が
冒
険
を
 
 

避
け
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
そ
れ
ら
の
自
由
劇
場
以
来
の
取
 
 

っ
て
お
き
の
出
し
物
の
中
で
目
を
引
く
の
が
七
月
に
な
っ
て
や
っ
と
と
 
 

り
上
げ
ら
れ
た
表
現
主
義
戯
曲
の
『
牧
場
の
花
嫁
』
で
あ
る
。
こ
の
戯
 
 

曲
の
選
定
に
あ
た
っ
て
の
経
線
に
つ
い
て
は
小
山
内
が
「
叫
び
の
戯
曲
 
 
 

－
 
シ
ュ
ト
ラ
ソ
ム
の
『
牧
場
の
花
嫁
』
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、
そ
 
 

も
そ
も
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
ハ
ー
ゼ
ソ
ク
レ
ー
ヴ
ァ
ー
の
 
『
決
 
 

定
』
で
あ
っ
た
。
翻
訳
は
小
山
内
自
身
が
行
な
い
、
青
田
謙
書
の
装
置
 
 

で
準
備
が
進
ん
で
い
た
も
の
が
、
上
演
の
二
、
三
日
前
に
な
っ
て
突
然
 
 

当
局
か
ら
上
演
禁
止
の
処
置
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
 
 

『
決
定
』
 
の
上
演
ほ
、
九
月
に
上
演
を
予
定
さ
れ
て
い
た
同
じ
作
者
に
 
 

ょ
る
『
人
間
』
の
「
予
備
演
習
」
と
し
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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彼
が
・
ど
玖
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
の
『
決
定
』
を
選
択
し
た
の
か
と
い
う
 
 

こ
と
ほ
、
小
山
内
が
表
現
主
義
戯
曲
を
本
格
的
に
辛
が
け
る
に
あ
た
っ
 
 

て
の
準
備
と
し
て
何
を
最
も
重
視
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
 
 

い
る
。
 
 

私
が
『
決
定
』
を
済
出
題
目
に
選
ん
だ
の
は
、
内
容
か
ら
で
は
な
く
 
 
 

て
、
寧
ろ
形
式
か
ら
で
あ
っ
た
。
叫
び
の
戯
曲
と
し
て
の
『
人
間
』
 
 
 

を
演
出
す
る
準
備
行
動
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
（
Ⅱ
－
三
六
一
）
 
 

そ
れ
故
、
『
決
定
』
．
に
差
し
か
え
て
上
演
す
る
戯
曲
も
同
様
な
特
徴
 
 

を
持
．
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
 
 

叫
び
の
戯
曲
」
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
『
牧
場
の
花
嫁
』
で
あ
っ
た
。
 
 

台
詞
が
、
文
章
と
し
て
の
完
全
性
を
持
た
ず
「
単
語
」
 
の
「
絶
叫
」
 
へ
 
 

と
置
き
か
え
ら
れ
て
．
い
争
こ
れ
ら
の
戯
曲
を
、
小
山
内
ほ
「
詞
の
禁
欲
」
 
 

で
あ
り
＜
霊
魂
か
ら
霊
魂
へ
直
接
に
呼
び
か
け
る
戯
曲
で
あ
る
∨
と
す
 
 

る
。
「
独
白
」
を
衷
現
主
義
の
最
重
要
な
要
素
と
し
た
小
山
内
の
と
ら
 
 

え
方
か
ら
す
れ
ば
、
も
は
や
詞
に
束
縛
さ
れ
な
い
「
パ
シ
ト
一
ミ
イ
メ
」
 
 

へ
の
戯
曲
の
移
行
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
一
見
一
入
〇
度
の
転
回
の
よ
 
 

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
山
内
が
こ
の
 
「
叫
び
」
を
デ
ィ
ー
ボ
ル
ト
に
 
 

依
っ
．
て
 
「
抒
情
的
独
自
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
両
者
ほ
同
一
の
物
で
 
 

あ
る
。
 
 

小
山
内
の
申
で
こ
の
二
つ
を
放
び
つ
け
て
い
る
の
ほ
、
r
魂
」
上
い
 
 

う
概
念
で
あ
る
。
「
独
白
」
 
は
 
「
魂
」
 
の
表
白
で
あ
り
 
↓
叫
び
」
 
ほ
 
 

「
魂
」
 
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
「
芝
居
は
魂
だ
」
と
主
張
す
る
彼
に
と
 
 

っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
 
「
叫
び
と
動
き
と
照
明
と
幕
の
開
閉
と
蔭
で
 
 

す
る
物
音
と
の
リ
ユ
ト
ム
ス
」
 
に
よ
っ
て
観
客
の
 
「
魂
」
を
う
ご
か
す
 
 

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
「
表
現
主
義
戯
曲
演
出
の
第
一
 
 

資
格
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
戯
曲
の
基
礎
に
対
話
 
 

を
す
え
る
こ
と
の
否
定
で
も
あ
っ
た
。
自
然
主
義
が
排
除
し
た
「
独
白
」
 
 

を
復
権
す
る
こ
と
で
、
彼
は
自
然
主
義
戯
曲
否
定
へ
の
道
も
踏
み
出
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
叫
び
の
戯
曲
」
 
の
翻
訳
ほ
決
し
て
た
や
す
 
 

い
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
。
一
彼
が
訳
し
た
も
の
を
見
て
み
ょ
う
。
 
 

男
。
お
前
ほ
お
れ
の
も
の
だ
。
 
 
 

女
。
あ
た
し
は
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
 
 
 

男
。
お
れ
の
権
利
だ
。
 
 
 

女
。
お
前
に
権
利
は
な
い
。
 
 
 

男
。
そ
れ
が
お
前
の
詞
か
。
 
 

女
。
（
息
を
切
る
）
 
 
 

男
。
ハ
小
刀
を
抜
く
）
気
を
つ
け
ろ
。
 
 （

1
2
）
 
 
 

女
。
（
竜
か
ら
燃
木
を
と
る
）
…
…
来
い
。
 
 

こ
こ
で
小
山
内
が
め
ざ
し
た
方
法
は
、
で
き
る
だ
け
原
作
の
「
簡
潔
 
 

で
力
強
い
」
調
子
を
生
か
し
な
が
ら
舞
台
語
と
し
て
通
用
す
る
も
の
に
 
 103   



す
る
と
い
う
行
き
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
台
詞
が
極
度
に
単
純
化
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
舞
台
の
動
き
が
直
接
的
な
感
情
の
表
現
に
環
元
 
 

さ
れ
、
筋
が
と
ら
え
に
く
く
な
る
と
い
う
欠
陥
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
 
 

そ
れ
は
原
作
の
持
つ
わ
か
り
に
く
さ
の
原
因
で
も
あ
る
の
だ
が
、
発
声
 
 

訓
練
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
築
地
の
俳
優
の
レ
ベ
ル
を
考
え
れ
ば
、
 
 

こ
の
台
詞
を
観
客
が
理
解
す
る
の
は
か
な
り
困
難
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

七
月
三
日
か
ら
十
二
日
ま
で
行
な
わ
れ
た
こ
の
 
『
牧
場
の
花
嫁
』
に
 
 

つ
い
て
、
批
評
ほ
総
じ
て
、
分
り
に
く
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
比
較
的
 
 

好
意
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
に
、
上
演
戯
曲
が
直
前
に
か
え
ら
れ
た
 
 

と
い
う
困
難
な
状
況
を
批
評
者
連
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
 
 

た
『
都
』
『
朝
日
』
『
日
日
』
な
ど
は
「
表
現
派
（
主
義
）
悲
劇
」
と
呼
 
 

ん
で
お
り
、
表
現
主
義
へ
の
期
待
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
の
芝
居
を
 
 

好
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
徳
 
 

田
秋
声
の
次
の
よ
う
な
評
は
そ
の
辺
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
 
 

こ
の
間
久
し
ぶ
り
で
築
地
小
劇
場
を
見
た
が
初
め
の
シ
ュ
ト
ラ
ソ
ム
 
 
 

作
の
『
牧
場
の
花
嫁
』
と
い
ふ
の
は
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
 
 
 

ド
イ
ツ
の
作
品
で
、
表
現
派
ぢ
ゃ
な
い
が
舞
台
が
ち
ょ
っ
と
表
現
派
 
 
 

み
た
い
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
ち
ょ
っ
と
み
た
だ
け
で
は
よ
く
わ
か
ら
 
 

（
㍑
）
 
 
 

な
い
が
。
 
 

他
方
で
次
の
よ
う
な
き
び
し
い
批
判
も
あ
っ
た
。
 
 
 

肉
塊
の
香
ひ
が
残
る
ば
か
り
で
、
其
強
い
刺
戟
も
幕
が
降
り
る
と
共
 
 

（
1
■
l
）
 
 
 

に
消
え
て
い
く
。
其
処
に
砂
か
ら
ぬ
不
満
が
あ
る
。
 
 

詞
が
わ
か
ら
な
い
、
筋
が
わ
か
ら
な
い
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
す
ぎ
な
い
、
 
 

と
い
ち
た
批
判
が
か
な
り
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
は
小
山
内
も
認
め
て
い
る
。
 
 

し
か
し
、
小
山
内
は
こ
の
仕
事
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

は
演
出
の
塑
が
す
で
に
確
立
し
た
近
代
古
典
劇
と
異
っ
て
表
現
主
義
の
 
 

戯
曲
に
は
＜
限
り
な
い
自
由
さ
が
あ
る
＞
か
ら
で
あ
っ
た
。
 
 

選
ん
だ
戯
曲
の
価
値
は
措
い
て
、
演
出
の
成
功
不
成
功
は
措
い
て
、
 
 
 

私
は
実
に
愉
快
に
伸
び
伸
び
と
為
事
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
『
人
 
 
 

間
』
の
演
出
準
備
と
し
て
も
、
十
分
利
益
が
あ
っ
た
。
（
¶
T
－
二
六
 
 
 

五
）
 
 

「
表
現
主
義
戯
曲
の
研
究
」
に
お
け
る
調
子
と
比
較
し
て
見
る
と
こ
 
 

の
文
章
に
は
小
山
内
の
自
信
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
「
独
白
」
か
ら
「
叫
 
 

び
」
 
へ
と
い
う
と
ら
え
方
は
、
そ
の
対
象
の
つ
か
み
方
と
い
う
点
で
、
 
 

と
く
に
深
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
小
山
内
の
自
信
ほ
、
と
 
 

も
か
く
ま
が
り
な
り
に
も
「
芝
居
の
魂
」
を
舞
台
の
上
で
表
現
し
得
た
 
 

と
い
う
こ
と
か
ら
釆
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
表
現
主
義
戯
曲
の
研
究
」
 
 

で
不
得
意
な
認
識
論
に
迷
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
は
ど
の
彼
の
焦
り
は
、
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（
6
）
 
『
人
間
』
上
演
の
失
敗
 
 

小
山
内
の
言
葉
通
り
九
月
十
二
日
か
ら
二
四
日
ま
で
『
人
間
』
が
舞
 
 

台
に
乗
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
演
は
小
山
内
と
し
て
ほ
万
全
 
 

を
期
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
人
間
』
の
翻
訳
ほ
震
災
前
に
既
に
完
成
 
 

し
て
お
り
、
表
現
主
義
戯
曲
の
紹
介
の
二
番
目
に
取
り
上
げ
た
こ
の
作
 
 

品
に
つ
い
て
彼
ほ
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
蓑
現
主
義
戯
曲
の
 
 

演
出
と
し
て
も
二
作
目
で
あ
り
準
備
は
十
分
で
あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
批
評
は
全
体
と
し
て
あ
ま
り
好
意
的
で
は
な
い
。
＜
「
叫
 
 

こ
こ
で
は
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
彼
は
何
よ
り
も
ま
ず
実
践
の
人
で
 
 

あ
っ
た
。
そ
の
実
践
の
レ
ベ
ル
で
、
表
現
主
義
流
行
と
い
う
時
代
傾
向
 
 

へ
と
や
っ
と
追
い
つ
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
焦
燥
感
を
一
掃
 
 

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
演
出
の
欠
陥
を
彼
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
と
し
て
 
 

も
、
準
備
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
期
間
の
短
さ
や
、
あ
く
ま
で
も
予
 
 

備
的
上
演
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
程
深
刻
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
八
月
二
九
日
か
ら
九
月
三
日
ま
で
の
宝
塚
公
演
で
、
 
 

『
犬
』
 
『
海
戦
』
と
並
ん
で
『
牧
場
の
花
嫁
』
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
 
 

る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
小
山
内
の
自
信
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
 
 

う
な
自
信
を
背
景
に
彼
ほ
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。
∧
こ
の
九
月
に
は
、
 
 

一
つ
腕
に
鑑
り
を
か
け
て
奇
才
ハ
ア
ゼ
ソ
ク
レ
エ
フ
ェ
ル
を
舞
台
の
上
 
 

に
紹
介
し
ょ
う
。
∨
 
 

極
端
に
短
い
台
詞
と
い
う
形
式
と
宗
教
的
な
内
容
と
い
う
小
山
内
の
 
 

蓑
現
主
義
理
解
に
基
づ
い
た
上
演
ほ
、
そ
の
難
解
さ
の
た
め
観
客
の
 
 

「
魂
」
 
に
訴
え
る
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
公
 
 

演
の
失
敗
は
ベ
ー
タ
ー
・
シ
ョ
ソ
デ
ィ
が
据
摘
す
る
次
の
よ
う
な
表
現
 
 

主
義
浜
劇
の
特
徴
と
無
関
係
で
は
な
い
。
 
 
 

び
の
戯
曲
」
を
有
難
い
も
の
に
は
お
も
わ
れ
な
か
っ
た
∨
と
い
う
批
評
 
 

は
、
こ
の
戯
曲
の
台
詞
（
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
誰
だ
」
「
死
骸
よ
」
「
人
 
 

殺
し
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
）
が
舞
台
で
叫
ば
れ
る
場
合
を
想
像
す
 
 

れ
ば
、
か
な
り
納
得
で
き
る
も
の
だ
。
三
宅
周
太
郎
に
よ
れ
ば
、
小
山
 
 

内
は
、
彼
の
＜
『
人
間
』
は
分
ら
な
い
∨
と
い
う
意
見
に
対
し
て
、
∧
う
 
 

む
、
分
ら
な
く
て
い
ゝ
。
或
は
、
私
に
も
分
る
分
ら
な
い
だ
け
の
意
味
 
 

（
1
5
）
 
 

な
ら
分
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
＞
と
答
え
た
と
言
う
。
と
す
れ
ば
観
客
 
 

に
分
ら
な
い
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
浅
野
時
一
郎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

今
ま
で
見
て
来
た
表
現
派
の
芝
居
に
比
べ
る
と
飛
躍
が
大
き
く
て
 
 
 

戸
惑
い
さ
せ
ら
れ
た
。
せ
り
ふ
が
擾
端
に
少
な
い
。
か
つ
ひ
ど
く
短
 
 
 

い
。
原
作
は
訳
し
た
だ
け
で
は
わ
か
る
ま
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
小
 
 
 

山
内
薫
ほ
、
訳
を
掲
載
し
た
雑
誌
の
次
の
号
に
解
説
を
添
え
た
く
ら
 
 
 

い
で
あ
る
。
そ
の
解
説
で
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
も
、
舞
台
の
上
で
ほ
 
 
 

は
っ
き
り
し
た
と
い
い
難
い
。
た
だ
た
い
へ
ん
宗
教
的
な
に
お
い
が
 
 

（
1
6
）
 
 
し
た
。
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こ
の
様
な
事
態
が
生
ず
る
の
ほ
、
何
よ
り
も
ま
ず
表
現
主
義
作
家
が
 
 

主
観
に
固
執
す
る
こ
と
の
結
果
な
の
だ
が
、
『
人
間
』
の
劇
中
で
や
つ
ぎ
 
 

ば
や
に
展
開
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
の
暗
部
の
パ
ノ
ラ
マ
は
、
日
 
 

本
人
に
は
ま
っ
た
く
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
ほ
芝
居
 
 

の
魅
力
を
著
し
く
そ
こ
な
っ
た
ぽ
ず
で
あ
る
。
（
『
朝
か
ら
夜
中
ま
で
』
 
 

の
場
合
に
は
観
客
の
多
く
は
同
名
の
映
画
を
通
じ
て
劇
中
の
風
俗
に
つ
 
 

い
て
の
予
備
知
識
を
あ
ら
か
じ
め
具
体
的
な
形
で
持
ち
得
た
こ
と
を
忘
 
 

れ
る
べ
、
き
で
は
な
か
ろ
ヶ
）
 
 
 

ま
た
久
保
栄
の
指
摘
す
る
装
置
の
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
青
 
 

田
謙
昔
に
よ
る
装
置
の
失
敗
の
原
因
を
、
久
保
は
観
客
が
 
『
朝
か
ら
夜
 
 

中
ま
で
』
 
の
村
山
知
義
に
よ
る
装
置
と
同
じ
よ
う
な
も
の
を
期
待
し
た
 
 

（
1
8
）
 
 

と
い
う
点
に
帰
し
て
い
る
。
ム
別
記
浅
野
に
よ
れ
ば
、
客
席
の
位
置
に
よ
 
 

っ
て
奥
ま
で
見
え
な
い
装
置
だ
っ
た
た
め
に
芝
居
そ
の
も
の
が
よ
く
わ
 
 

か
ら
な
か
り
た
ら
し
い
。
久
保
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
本
来
写
実
的
技
法
 
 

が
強
い
が
、
小
山
内
が
表
現
主
義
へ
の
強
い
志
向
を
持
ち
な
が
ら
そ
れ
 
 

を
待
っ
た
小
山
内
が
柄
に
合
わ
な
い
表
現
主
義
的
舞
台
を
作
ろ
う
と
し
 
 

た
た
め
、
そ
の
空
間
感
覚
が
狂
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
久
保
の
論
 
 

紅
は
全
体
に
、
「
写
実
主
義
者
」
小
山
内
を
評
価
し
ょ
う
と
い
う
僚
向
 
 
 

表
現
主
義
の
私
・
戯
曲
が
頂
上
を
き
わ
め
て
い
る
の
ほ
、
逆
説
的
な
 
 

結
果
に
な
る
が
、
孤
立
化
し
た
人
間
の
形
象
化
で
は
な
く
、
な
に
よ
 
 

り
も
ま
ず
大
都
会
と
そ
の
観
楽
街
の
衝
撃
的
な
曝
露
な
の
 
 

を
舞
台
表
現
に
生
か
す
技
術
的
裏
づ
け
を
欠
い
て
い
た
こ
と
ほ
事
実
で
 
 

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
∧
表
現
主
義
は
誤
り
伝
え
ら
れ
た
＞
と
主
張
 
 

す
る
小
山
内
ほ
、
そ
の
真
の
姿
を
舞
台
の
上
に
示
す
こ
と
に
大
き
な
意
 
 

欲
を
持
っ
て
お
り
、
万
全
を
期
し
た
そ
の
演
出
の
失
敗
ほ
彼
に
大
き
な
 
 

打
撃
を
与
え
た
ほ
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
後
ド
イ
ツ
表
現
主
義
 
 

の
作
品
を
小
山
内
が
新
た
に
演
出
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
 
 

は
『
人
間
』
 
の
失
敗
に
よ
っ
て
小
山
内
が
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
こ
の
時
 
 

点
で
表
現
主
義
紹
介
の
情
熱
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
 
 

で
ほ
な
い
。
『
人
間
』
上
演
の
年
一
九
二
五
年
の
暮
に
次
の
よ
う
な
文
 
 

章
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

ド
イ
ツ
表
現
派
の
も
の
は
、
ど
う
も
興
業
成
績
が
悪
い
。
併
し
カ
イ
 
 

で
】
1
 
 
 

ゼ
ル
の
 
『
平
行
線
』
、
ハ
ア
ゼ
ソ
ク
レ
エ
フ
ェ
ル
の
 
『
波
岸
』
な
ど
 
 
 

ほ
予
定
に
は
い
っ
て
い
る
。
ブ
ロ
ソ
ネ
ソ
の
も
の
な
ど
も
是
非
一
つ
 
 
 

ほ
来
年
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
塙
う
ブ
ロ
ソ
ネ
ソ
の
も
の
 
 
 

に
な
る
と
、
所
謂
後
期
表
現
派
で
、
一
度
棄
て
た
客
観
的
要
素
を
余
 
 
 

程
取
旦
戻
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
価
値
も
高
い
か
と
思
う
バ
 
（
Ⅲ
 
 
 

－
一
一
〇
）
 
 

カ
イ
ザ
ー
の
『
平
行
』
は
結
局
土
方
の
演
出
で
上
演
さ
れ
、
築
地
で
 
 

の
表
現
主
義
戯
曲
の
演
出
は
彼
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
い
く
。
小
山
 
 

内
が
表
現
主
義
戯
曲
の
上
演
か
ら
手
を
引
い
た
理
由
と
し
て
ほ
、
様
々
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な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
▲
。
外
的
に
は
創
作
物
の
上
演
が
は
じ
ま
っ
た
と
 
 

い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
後
期
に
な
っ
て
深
刻
化
す
る
築
地
の
 
 

財
政
危
機
、
内
部
対
立
等
に
よ
っ
て
彼
が
多
く
の
力
を
そ
ち
ら
に
裂
か
 
 

な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
興
業
的
に
危
 
 

険
を
と
 

っ
た
ろ
う
。
更
に
、
昭
和
こ
年
（
一
九
二
七
）
 

に
対
す
る
周
囲
の
熱
が
さ
め
て
い
っ
た
こ
と
も
見
の
が
せ
な
い
。
 
 
 

だ
が
、
こ
こ
で
小
山
内
の
内
面
に
つ
い
て
考
え
て
見
る
な
ら
ば
、
二
 

つ
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
山
内
が
持
っ
て
い
た
宗
教
性
 
 

か
ら
す
れ
ば
、
い
ぐ
つ
か
の
表
現
主
義
戯
曲
の
中
世
宗
教
劇
鱒
似
た
形
 
 

式
や
内
容
の
宗
教
的
な
匂
偲
た
ぶ
ん
彼
を
長
く
ひ
き
つ
け
た
は
ず
で
あ
 
 

（
1
9
）
 
 

る
。
小
山
内
の
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
計
性
格
か
ら
も
、
彼
の
表
現
意
義
 
 

好
み
が
、
単
に
新
奇
な
も
の
を
好
む
と
い
う
傾
向
に
よ
る
の
で
ほ
な
く
、
 
 

彼
の
本
質
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
 
 

か
し
、
・
『
人
間
』
の
演
出
に
、
っ
い
て
久
保
栄
が
言
っ
た
よ
う
に
、
彼
が
 
 

拝
・
？
て
い
た
技
術
は
、
彼
の
内
面
的
な
志
向
を
表
現
し
う
る
も
の
で
噂
 
 

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
劇
作
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
。
彼
が
評
論
 
 

に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
と
、
実
際
の
創
作
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
し
ば
し
 
 

ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
時
期
の
彼
の
創
作
に
蓑
現
主
義
の
影
 
 

響
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
も
彼
が
持
っ
て
い
た
創
作
技
術
の
質
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

『
凝
の
園
』
（
五
九
回
）
、
『
夜
の
宿
』
（
浅
草
、
名
古
屋
公
演
）
と
相
次
 
 

い
で
彼
の
「
ト
ラ
の
巻
」
に
よ
る
演
目
が
再
演
さ
れ
て
い
る
の
も
、
訂
 
 

分
自
身
の
演
出
ス
タ
イ
ル
の
根
源
へ
も
ど
ろ
う
と
い
う
意
志
の
あ
ら
わ
 
 

れ
に
他
な
ら
な
い
。
訪
ソ
に
あ
た
っ
て
も
、
新
し
い
ソ
連
の
演
劇
に
つ
 
 

い
て
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
と
も
に
自
己
の
演
劇
上
の
原
点
を
さ
 
 

ぐ
る
と
い
う
意
識
も
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
 
 
 

こ
の
技
術
の
問
題
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
二
は
民
衆
 
 

化
の
問
題
で
あ
る
8
小
山
内
が
、
築
地
の
存
在
理
由
を
、
演
劇
の
た
め
、
 
 

未
来
 

の
紹
介
は
、
第
二
の
未
来
の
た
め
の
 
「
演
劇
の
実
験
室
」
と
し
て
の
築
 
 

地
の
機
能
に
属
し
て
い
た
こ
と
ほ
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
 

「
芸
術
協
会
」
 
の
 
「
二
元
の
道
」
を
「
新
劇
復
興
の
為
に
」
 
（
l
九
一
 
 

七
）
で
あ
れ
は
ど
非
難
し
た
小
山
内
も
、
築
地
の
財
政
危
機
の
中
で
演
 
 

劇
民
衆
化
の
問
題
を
本
気
で
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

浅
草
進
出
、
「
日
本
の
オ
ヲ
ド
ヰ
ル
」
た
る
歌
舞
伎
へ
の
関
心
は
、
こ
 
 

の
よ
う
な
小
山
内
の
民
衆
性
へ
の
志
向
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
 
 

中
で
、
「
演
劇
の
実
験
室
」
と
し
て
の
磯
能
が
一
時
放
棄
さ
れ
た
凋
も
 
 

無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
己
の
演
出
技
術
の
基
礎
忙
も
ど
る
こ
 
 

と
と
、
民
凌
性
の
獲
得
は
、
浅
草
公
演
が
「
夜
の
宿
」
で
あ
っ
た
こ
と
 
 

巷
不
さ
れ
局
よ
う
に
、
同
時
進
行
的
で
あ
り
、
歌
舞
伎
研
究
（
「
民
衆
劇
 
 

へ
の
或
暗
示
」
）
 
コ
メ
デ
ィ
ア
・
デ
ニ
フ
ル
テ
の
研
究
 
（
例
え
ば
ゴ
ー
 
 

ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
の
 
「
全
体
ほ
部
分
よ
り
大
な
り
」
 
の
翻
訳
）
と
向
う
 
 

こ
と
で
、
小
山
内
に
と
っ
て
ほ
将
来
」
諸
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
う
た
。
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そ
し
て
、
そ
の
時
に
は
じ
め
て
 
「
未
来
の
た
め
」
と
い
う
課
題
が
実
現
 
 

す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
小
山
内
の
健
康
状
態
は
、
こ
の
課
題
 
 

の
そ
れ
以
上
の
追
求
を
許
さ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
小
山
内
は
、
そ
の
 
 

仕
事
を
未
完
の
ま
ま
に
、
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

〔
注
〕
 
 

（
1
）
 
以
下
小
山
内
に
よ
る
文
章
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
『
小
山
内
薫
演
劇
 
 
 

論
全
集
』
 
（
未
来
社
、
昭
和
三
九
年
～
四
一
年
）
 
に
よ
り
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
 
 
 

数
字
、
ペ
ー
ジ
数
を
漢
数
字
で
示
す
。
 
 

（
2
）
 
『
演
劇
論
全
集
』
で
は
「
五
日
」
。
し
か
し
初
出
（
『
劇
と
評
論
』
大
正
 
 

一
一
年
六
月
）
で
は
「
正
月
」
。
『
演
劇
論
全
集
』
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
3
）
 
例
え
ば
同
年
二
月
八
日
か
ら
一
二
日
ま
で
『
読
売
新
聞
』
紙
上
に
連
載
 
 
 

さ
れ
た
「
表
現
主
義
の
芸
術
－
最
近
独
逸
文
壇
の
傾
向
」
な
ど
。
 
 

（
4
）
 
小
山
内
が
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
の
ほ
デ
ィ
ー
ボ
ル
ト
（
B
e
r
n
訂
r
d
 
 
 

D
i
e
b
O
l
d
）
 
の
 
ゝ
遼
聖
・
c
敦
屯
叫
焉
b
∋
叫
§
㌘
内
ヽ
．
註
赫
彗
乱
h
ざ
ま
藍
野
庭
 
 
 

払
篭
§
9
紆
3
諾
意
 
し
p
岩
室
忘
汲
ま
 
（
勺
r
a
n
k
f
u
r
t
 
a
．
M
こ
句
r
a
n
k
f
u
r
t
e
r
 
 
 

く
e
ユ
a
的
S
I
A
n
s
t
a
l
t
．
－
り
N
－
）
 
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
F
a
n
t
a
s
i
e
r
t
e
∽
 
G
e
s
c
ぎ
e
i
．
B
r
監
】
e
n
d
e
 
N
a
c
k
t
訂
i
什
．
D
i
e
 
 
 

G
a
－
e
r
i
e
d
e
r
L
e
i
d
e
n
s
c
F
a
f
ニ
ー
S
e
F
e
n
S
i
e
d
O
C
h
‥
D
i
e
 
G
r
u
p
p
e
．
 
 
 

F
鈴
n
鞠
a
c
F
諾
r
汚
F
r
師
ロ
k
t
．
句
β
已
 
K
昔
f
e
 
a
已
 
e
i
莞
r
 
S
c
F
已
t
e
r
●
 
 
 

亡
m
 
e
i
完
F
e
u
l
e
n
d
e
 
B
r
u
s
t
 
g
e
s
p
r
e
i
温
f
ロ
n
f
 
A
r
m
p
a
a
r
e
．
 
 

（
6
）
 
久
保
栄
「
小
山
内
薫
」
 
『
久
保
栄
全
集
』
第
七
巻
（
三
一
書
房
、
昭
和
 
 
 

三
七
年
）
 
 

（
7
）
 
小
山
内
は
こ
の
論
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
∧
グ
オ
ル
ク
・
マ
ル
チ
ン
ス
 
 
 

キ
イ
の
『
表
現
主
義
の
手
法
』
に
探
っ
て
見
る
∨
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
 
 
 

の
内
容
に
つ
い
て
ほ
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
小
山
内
の
議
論
が
基
本
的
に
 
 
 

は
借
り
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
こ
と
ば
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
 
 

（
8
）
 
例
え
ば
W
・
H
・
ゾ
ー
ケ
ル
に
よ
る
試
み
な
ど
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 
 
 

菊
盛
英
夫
『
文
学
的
表
現
主
義
』
 
（
中
央
大
学
出
版
部
、
昭
和
四
五
年
）
八
 
 
 

四
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
 
 

（
9
）
 
舟
橋
聖
一
「
表
現
主
義
時
代
」
、
『
文
学
』
昭
和
九
年
四
月
号
、
一
〇
八
 
 
 

ペ
ー
ジ
 
 

（
1
0
）
 
こ
の
時
の
小
山
内
の
興
奮
に
は
別
の
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

舟
橋
が
日
時
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
な
い
の
で
同
一
の
講
演
か
ど
う
か
不
明
 
 
 

だ
が
、
『
私
の
築
地
小
劇
場
』
（
秀
英
出
版
、
昭
和
四
五
年
）
の
著
者
、
浅
野
 
 
 

時
一
郎
も
、
同
じ
よ
う
な
講
演
会
で
小
山
内
の
興
奮
を
目
撃
し
、
同
書
の
中
 
 
 

に
書
い
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
小
山
内
が
興
奮
し
た
の
は
、
そ
の
前
に
登
 
 
 

壇
し
た
水
上
瀧
太
郎
の
築
地
弁
護
に
感
激
し
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
 
 
 

れ
に
せ
よ
小
山
内
の
興
奮
し
や
す
い
性
質
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
ほ
あ
る
。
 
 

（
1
1
）
 
山
本
安
英
「
足
跡
」
『
素
顧
』
（
沙
羅
書
房
、
昭
和
一
一
年
）
一
五
l
一
ペ
 
 
 

ー
ジ
 
 

（
1
2
）
 
L
a
s
泣
〇
．
d
u
 
g
e
h
腎
s
t
 
N
u
 
m
i
r
鵬
＼
M
a
r
u
s
c
F
好
a
．
i
c
F
 
g
e
b
晋
e
 
 
 

N
仁
n
i
e
m
a
n
d
M
＼
L
．
m
e
i
n
 
R
e
c
h
こ
＼
M
．
d
u
 
F
a
s
t
 
k
e
i
n
 
R
e
c
h
〓
＼
 
 
 

L
．
d
e
i
n
 
宅
O
r
〓
＼
M
．
（
F
a
u
t
）
．
＼
L
二
已
e
h
t
 
d
a
s
 
M
e
s
s
e
r
）
．
h
芝
e
 
 
 

d
i
c
E
一
＼
賀
．
（
n
i
m
ヨ
t
 
代
i
n
e
n
 
F
e
u
e
r
b
r
a
n
d
 
さ
m
 
貴
e
r
d
）
…
好
O
m
m
 
 
 

F
e
r
鵬
 
 

（
1
3
）
 
『
新
潮
』
大
正
一
三
年
九
月
号
九
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
以
下
築
地
小
劇
 
 
 

場
関
係
の
劇
評
に
つ
い
て
ほ
、
遠
藤
慎
吾
、
川
崎
照
代
「
劇
評
か
ら
見
た
築
 
 
 

地
小
劇
場
」
『
共
立
女
子
大
文
芸
学
部
紀
要
』
二
四
～
二
八
を
参
考
に
し
た
。
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（
1
4
）
 
『
都
新
聞
』
大
正
一
三
年
七
月
五
日
 
 

（
1
5
）
 
∧
叫
び
の
戯
曲
を
～
∨
は
『
都
新
聞
』
九
月
一
七
日
、
三
宅
の
評
ほ
、
 
 
 

同
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
 
 

（
1
6
）
 
『
私
の
築
地
小
劇
場
』
一
二
七
ペ
ー
ジ
 
 

（
1
7
）
 
ベ
ー
タ
ー
・
シ
ョ
ソ
デ
ィ
『
現
代
戯
曲
の
理
論
』
市
村
仁
、
丸
山
匠
訳
 
 
 

（
法
政
大
学
出
版
局
、
昭
和
五
四
年
）
一
三
四
ペ
ー
ジ
 
 

（
ほ
）
 
「
小
山
内
黄
」
 
 

（
1
9
）
 
表
現
主
義
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
文
学
的
表
現
主
義
』
第
六
章
 
 
 

「
表
現
主
義
と
宗
教
」
参
照
。
 
 
 




