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ま
ず
何
よ
り
も
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
か
ら
総
て
を
始
め
よ
う
と
思

う
。
共
に
よ
く
知
ら
れ
た
箇
書
で
あ
る
。

現
存
す
る
不
滅
の
作
品
群
は
そ
れ
自
体
で
理
想
的
な
秩
序
を
形
成
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
新
し
い
(
本
当
に
新
し
い
〉
芸
術
作
品
が
そ
の

中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
変
を
被
る
。
現
在
の
秩
序
は
新
し
い

作
品
が
入
っ
て
く
る
前
は
完
壁
だ
が
、
新
し
い
も
の
の
附
加
後
も
秩
序
が

保
た
れ
る
た
め
に
は
現
在
の
秩
序
弘
一
品
が
、
た
と
え
僅
か
で
あ
れ
改
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
各
々
の
芸
術
作
品
の
全
体
に
対

す
る
関
係
・
釣
り
合
い
・
価
値
と
い
っ
た
も
の
が
再
調
整
さ
れ
る
わ
け
だ
。

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
適
合
な
の
で
あ
る
。

こ
の
秩
序
に
関
す
る
考
え
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
・
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
形

態
に
関
す
る
煮
え
方
を
承
認
し
た
者
は
だ
れ
も
、
現
在
が
過
去
に
支
配
さ

れ
る
の
と
同
様
に
過
去
は
現
在
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
も

そ
れ
を
途
方
も
な
い
考
え
だ
と
も
何
と
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
(
「
伝
統
と

個
人
の
才
能
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。

H

こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
註
釈
が
加
え
ら
れ
る
。

今
も
考
え
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
と
き
(
「
伝
統
と
個
人

の
才
能
」
を
書
い
た
と
き

1
!
桑
子
)
私
は
文
学
と
い
う
も
の
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
学
、
或
る
一
つ
の
国
の
文
学
と
い
う
も
の
を
、
個
々
の
作
者
が

書
い
た
も
の
の
集
合
と
し
て
で
は
な
く
「
有
機
的
全
体
」
(
・
0

吋
向
。
ロ
芯

若
宮
o
-
ω
ω
w
)
と
し
て
考
え
て
い
た
、
つ
ま
り
、
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
、

そ
し
て
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
の
み
、
個
々
の
文
学
作
品
及
び
個
々
の
芸

νス
-
プ
ム

術
家
の
作
品
が
意
味
を
持
つ
体
系
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
へ
「
批
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詳
の
蟻
能
L

U

。
位

こ
う
し
て
与
え
ら
れ
た
こ
つ
の
記
述
か
ら
、
我
々
は
い
か
な
る
概
念
・
い
か
な

イ
J
』ジ

る
映
像
を
抽
象
し
、
ま
た
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
脚
註
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
エ
リ
オ
ッ
ト
の
思
想
的
営
為
全
体
の
小
宇
宙
と
し
て
、
言
い

換
え
れ
ば
そ
の
「
原
型
」
と
し
て
、
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
か
る
「
原
型
」
を
っ
き
と
め
る
こ
と
が
こ
の
論
文
に

於
け
る
我
々
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

詩
人
・
作
家
・
思
想
家
に
限
ら
ず
誰
で
も
い
い
、
歴
史
の
大
空
を
ま
ば
ゆ

い
光
を
放
ち
な
が
ら
掠
め
た
、
或
は
掠
め
つ
つ
あ
る
偉
大
な
精
神
の
活
動
の

総
体
を
、
或
る
は
っ
き
り
し
た
映
像
が
現
わ
れ
て
く
る
ま
で
考
察
し
つ
く
そ

う
と
す
る
衝
動
は
、
「
現
実
」
を
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
が
見
え
て
く
る
ま

で
解
析
し
つ
く
し
た
い
と
思
う
衝
動
に
似
て
い
る
。
所
調
「
リ
ア
ル
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
」
に
た
ぷ
ら
か
さ
れ
ず
、
た
だ
対
立
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
だ

け
で
し
か
存
在
し
え
な
い
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
さ
し
あ
た
り
犬
に
で
も

食
わ
せ
、
無
意
識
の
う
ち
に
視
野
を
せ
ば
め
て
い
る
よ
う
な
薄
汚
れ
た
観
念

形
態
か
ら
自
由
に
な
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
、
全
て
制
度
と
し
て
の
政
治

的
で
も
な
い
・
経
済
的
で
も
な
い
・
社
会
学
的
で
も
哲
学
的
で
も
な
い
、
人

聞
が
こ
の
社
会
に
存
在
す
る
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
が
強
い
る
「
現
実
」
の
生

き
た
砕
世
を
、
明
瞭
な
輪
郭
の
下
に
見
と
ど
け
る
た
め
の
資
格
を
得
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
我
々
が
社
会
に
於
て
知
覚
・
経
験
し
う
る
も
の
の
総
量
と

し
て
の
「
現
実
」
の
あ
り
ょ
う
を
見
き
わ
め
る
の
に
、
そ
の
「
見
き
わ
め
」

の
様
態
が
今
述
べ
た
よ
う
な
そ
れ
以
外
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
は
殆
ど
考
え

ら
れ
な
い
。
政
治
学
や
経
済
学
、
或
は
言
語
学
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
う
い

う
こ
と
を
企
て
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
際
の
一
手
段
で
あ
っ
て
全
て
で
あ

事v・

つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
、
或
る
精
神
の
活
動
の
総
体
を
、
或
る
は
っ
き
り
し
た
映
像

が
現
わ
れ
て
く
る
ま
で
考
察
し
つ
く
そ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
そ
の
人
閣
の

所
属
す
る
「
学
」
の
領
域
及
び
そ
の
伝
統
、
彼
が
作
品
を
書
い
た
明
白
な
意

図
と
い
っ
た
も
の
に
必
要
以
上
に
こ
だ
わ
る
べ
き
で
は
な
い
。
歴
史
や
外
部

の
体
系
に
還
元
さ
れ
な
い
固
有
の
体
系
、
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
彼
自
身
を
否

定
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
固
有
の
論
理
、
そ
う
い
う
も
の
が
現
わ
れ
て
く

る
の
も
そ
う
い
っ
た
場
所
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々

も
エ
リ
オ
ッ
ト
を
読
む
場
合
に
、
も
し
彼
を
文
学
史
の
中
に
還
元
し
て
し
ま

い
た
く
な
い
な
ら
ば
、
例
え
ば
「
古
典
主
義
」
と
か
「
伝
統
主
義
」
と
い
っ

た
符
丁
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
先
程
の

引
用
も
そ
う
読
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
我
々
の
心
眼
に
は
明
確
な
一

つ
の
刷
協
、
「
有
機
的
全
体
」
の
削
船
が
見
え
て
く
る
筈
だ
。
我
々
が
今
見

て
い
る
そ
の
則
働
を
、
エ
リ
オ
ッ
ト
も
先
程
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
見
て
い

た
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
を
心
の
眼
で
写
生
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
て
い
い
。

に
も
拘
ら
ず
論
理
的
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
描
写
さ
れ
る
当
の
対
象

が
、
そ
の
形
状
に
は
格
別
意
味
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
に
も
拘
ら
ず
ま

た
暖
昧
な
と
こ
ろ
も
少
し
も
な
い
一
定
の
形
を
し
た
固
形
の
「
物
」
で
あ
る

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
『
想
像
力
の
問
題
』
の
中
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

イ
マ
』
ジ
ユ

と
こ
ろ
で
像
に
つ
い
て
は
何
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
学
習

イ
71ν
ュ

SHJ

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
知
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
像
は
知
覚
に
八
与
す

イ
7
1
ジ
ユ

る

V
よ
う
に
見
え
る
点
に
注
意
し
よ
う
。
像
に
あ
っ
て
も
知
覚
に
あ
っ
て

プ
ロ
フ
ィ
ル

も
対
象
物
は
横
顔
、
射
影
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ
人
が
八
〉

Z
各
主

Z
話
2
V



(
射
映
〉
と
い
う
都
合
の
よ
い
言
葉
で
示
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
通
じ
て
あ

た
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
私
た
ち
は
も
は
や
対
象
物
を
め
ぐ
っ
て
精
査
す
る

イ
7

1
ジ
ユ

必
要
は
な
い
。
何
故
む
ら
像
と
し
て
の
正
六
面
体
は
直
哉
に
正
六
面
体
そ

の
も
の
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
か
ら
。
私
が
「
今
知
覚
し
て
い
る
対
象
物

は
正
六
面
体
だ
」
と
い
う
場
合
に
は
、
私
は
私
の
知
覚
の
そ
の
後
の
成
行

に
よ
っ
て
、
捨
て
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
一
つ

の
仮
説
を
立
て
て
い
る
の
だ
。
而
る
に
私
が
「
今
そ
川
目
前
必
私
が
懐
い
て

い
る
対
象
物
は
正
六
面
体
だ
」
と
い
う
場
合
に
は
、
私
は
一
つ
の
直
証
的

イ
マ
』
U
ユ

判
断
を
下
し
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
私
の
像
の
対
象
物
が
正
六
面
体
で

あ
る
こ
と
は
絶
対
的
に
確
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う

か
J

L

つ
ま
り
、
知
覚
に
あ
っ
て
は
、
識
知
は
徐
ろ
に
形
成
さ
れ
る
の
に
、

イ
守
1
3
ニ

像
に
あ
っ
て
は
知
は
即
時
的
で
あ
る
。
私
た
ち
は
今
や
、
ィ
駅
己
は
、
よ
り

適
確
に
言
え
ば
、
表
象
的
と
も
い
う
べ
き
諸
要
素
に
、
あ
る
具
体
的
引
船
ュ

化
さ
川
て
い
な
い
識
知
を
結
び
つ
け
る
綜
合
的
な
作
用
で
あ
る
こ
と
を
知

3

q

o

 

る

《

{

あ
り
て
い
に
言
え
ば
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、

イ
マ

l
U
コ

全
体
」
の
「
像
」
に
「
文
学
の
伝
統
」
と
い
う
「
識
知
」
或
は
概
念
を
結
び

付
け
た
。
無
論
そ
れ
以
前
に
既
に
「
有
機
的
全
体
」
の
イ
引
に
は
「
有
機

文
学
の
伝
統
を
語
る
の
に
「
有
機
的

体
」
の
概
念
が
結
び
付
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
て
は
場
と
で
も
う
一
度
述
べ
る
だ
ろ
う
)
。

J
a

守.，
J
V
ニ

と
「
像
」
が
結
合
し
て
、

(
こ
れ
ら
の
こ
と
に
就

こ
う
し
て
、

そ
れ

のら
映jの
像占概
が念

揮
然
一
体
と
な
っ
た
独
特
な
「
伝
統
」

エ
リ
オ
ッ
ト
の
心
の
中
に
描
き
出
さ
れ
、

イ
メ
』
ジ

ん
で
我
々
も
同
様
の
映
像
を
心
の
中
に
思
い
措
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

彼
の
所
謂
「
歴
史
感
覚
」

ωも
そ
の
よ
う
江
肘
併
を
喚
起
す
る
能
力
以
外
の

そ
れ
を
記
述
し
た
彼
の
文
章
を
読

も

の

を

指

す

の

で

は

な

い

。

そ

う

し

て

「

伝

統

」

を

獲

得

す

る

の

に

は
「
大
変
な
努
力
」

ωが
要
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

基
本
と
な
っ
て
い
る
「
有
機
的
全
体
」
の
原
像
に
は
文
学
的
な
伝
統
の
概

念
以
外
に
も
、
一
個
の
文
学
作
品
或
は
文
化
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
、
直
接
に
或
は
間
接
に
エ
リ
オ
ッ
ト
の
思
想
的
営
為
の
基

底
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
彼
の
思
想
の
「
原

型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

噌
』
ぷ
】
、

寸
J

ふ-

次
に
、
そ
の
よ
う
な
「
原
型
」
と
な
っ
て
い
る
「
有
機
的
全
体
」
と
い
う

も
の
の
特
質
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
原
像
が
元

来
い
つ
、
ど
こ
か
ら
エ
リ
オ
ッ
ト
に
や
っ
て
来
て
、
な
ぜ
頻
繁
に
彼
の
思
考

の
中
に
浮
か
び
出
て
く
る
の
か
は
無
論
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
が
何
ら

か
の
生
々
し
い
統
一
感
・
充
実
感
の
経
験
と
つ
な
が
り
が
あ
り
そ
う
な
こ
と

は
推
測
で
き
る
。
或
は
ま
た
、
彼
の
中
に
そ
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
強
い

希
求
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ

イ
メ
1
3

ら
に
そ
の
映
像
は
彼
の
詩
或
は
詩
劇
な
ど
の
「
想
像
的
作
品
」
に
お
け
ふ
叫
ん
w
・
構

造
、
言
う
な
れ
ば
作
品
の
引
い
い
に
何
ら
か
の
関
連
を
持
た
ず
に
は
い
な
い

筈
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
の
詳
し
い
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
っ
て
、

こ
こ
で
は
対
象
を
「
批
評
的
作
品
」
に
絞
り
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
そ
う
い
う

「
原
型
」
に
対
す
る
ま
砕
昨
索
拾
に
終
始
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
れ
が
一
般
的
意
味
合
い
と
重
複
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が

自
分
の
用
い
る
(
或
は
逆
に
思
考
の
上
で
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ
)

「
有
機
的
全
体
」
に
対
し
て
与
え
て
い
る
属
性
は
、
簡
単
に
言
え
ば
次
の
よ

う
に
な
る
。

先
ず
、
そ
れ
は
個
々
の
も
の
の
集
合
し
て
で
き
た
全
体
だ
が
、

L
Lレ
集

合
で
は
な
く
、
構
成
要
素
と
し
て
の
特
定
の
ど
の
「
個
」
に
も
還
元
し
え
ぬ

-12ー



「
全
体
に
を
つ
く
り
、
個
々
の
も
の
は
~
つ
の
関
係
性
の
中
に
置
か
れ
る
。

例
え
ば
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
文
化
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

人
聞
が
身
体
の
様
々
な
構
成
要
素
の
単
な
る
集
合
で
は
な
い
の
と
全
く

同
じ
よ
う
に
、
文
化
も
、
そ
の
芸
術
・
習
慣
・
信
仰
の
単
な
る
集
合
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
お
互
い
に
作
用
し
合
う
の
で
あ
り
、

一
つ
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
全
体
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

(
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
統
一
」
傍
点
桑
子
)
。
何

我
々
は
こ
れ
を
読
ん
で
、
既
に
引
用
し
た
「
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
、
そ
し

て
そ
れ
と
の
関
係
に
於
て
の
み
、
個
々
の
文
学
作
品
及
び
個
々
の
芸
術
家
の

hv
ス
-
ア
ム

作
品
が
意
味
を
持
つ
体
系
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
す
か
も
知
れ
な
い
。
或

は
次
の
よ
う
な
言
葉
に
も
同
じ
「
型
」
を
見
る
だ
ろ
う
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
全
体
は
一
つ
の
詩
で
あ
る
(
「
ジ
ョ
ン
・
フ

ォ
ー
ド
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。
げ

我
々
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
ど
れ
一
つ
を
知
る
に
も
全
部
の
作

品
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
「
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
」
〉
。
何

重
要
な
こ
と
は
、
ダ
ン
テ
の
詩
は
一
つ
の
全
体
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
だ

か
ら
、
ど
の
部
分
を
理
解
す
る
に
も
結
局
は
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
理
解
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
(
「
ダ
ン
テ
」
〉
。

ω

「
個
」
は
、

い
ず
れ
の
「
個
」
に
も
帰
還
し
え
ぬ
「
全
体
」
を
つ
く
る
の
み

r--

で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
「
全
体
」
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
か
ら
そ
の

優
.
位
の
下
に
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「
関
係
性
の
体
系
」
の
一
員
と
し
て
あ

る
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
の
「
関
係
性
の
体
系
」
の
絶
対
性
に
不
快

感
も
何
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
ば
か
り
か
、
例
え
ば
一
個
の
詩
人

が
意
味
を
持
つ
の
は
そ
の
中
に
於
て
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
こ

で
注
意
し
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

ソ
シ
ュ

l
ル
は
言
語
を
、
「
意
味
す
る
も
の
」
の
差
異
づ
'
け
の
体
系
と
し

て
考
え
た
が
、
「
有
機
的
全
体
」
に
於
て
も
、
そ
の
構
成
要
素
に
「
差
異
」

が
な
か
っ
た
ら
、
「
有
機
体
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
「
全
体
」
の
優
位
の
下
に
お
か
れ
て
い
な
が
ら
も
、
や
は
り
「
個
」

は
「
個
」
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
そ

れ
に
は
条
件
が
つ
い
て
い
る
。
条
件
と
は
、
有
機
性
を
こ
わ
さ
な
い
程
度
に

「
個
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
が
「
多
様
と
統
一
」
の
意
味
で
あ

る。

弘
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の
文
化
が
互
い
に
孤
立
し
て
繁
栄
す
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
。
(
中
略
)
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
一
の
中
に
於
け

る
諸
文
化
の
分
離
が
危
険
で
あ
る
な
ら
、
画
一
化
に
至
っ
た
統
一
も
ま
た

危
険
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
多
様
は
統
一
と
同
様
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い

(
「
詩
の
社
会
的
機
能
」
傍
点
桑
子
三

ω

も
の
な
の
で
あ
り
ま
す

古
今
の
文
学
作
品
の
総
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
伝
統
」
の
中
に
入
っ
て

き
て
、
そ
の
秩
序
を
変
更
す
る
作
品
が
「
本
当
に
新
し
」
く
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
も
、
今
言
っ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
フ
て
な
の
で
あ
る
。

次
に
「
有
機
的
全
体
」
と
時
間
と
の
関
係
に
つ
い
て
て
吉
一
目
し
て
お
か
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
有
機
的
全
体
」
が
エ
リ
オ
ッ
ト

イ
ノ
1
ジ

に
と
っ
て
一
つ
の
映
像
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
関
係
も
自
然
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
我
々
は
既
に
、
「
伝
統
」
と

し
て
の
「
有
機
的
全
体
L

に
於
て
、
歴
史

(
l時
間
〉
が
一
つ
の
共
時
的
な

空
間
の
中
に
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
筈
だ
。
エ
リ
オ

ッ
ト
は
、
「
歴
史
感
覚
を
持
つ
者
は
、
自
分
自
身
の
世
代
を
み
ず
か
ら
の
う

ち
に
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
ホ

i
マ
l
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
全
体
と
、
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
自
国
の
文
学
全
体
と
が
同
時
的
に
存
在
し
、
同
時
的
な
秩

序
を
構
成
し
て
い
る
、
と
感
じ
な
が
ら
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
「
伝
統
と
個

人
の
才
能
」
〉
と
言
っ
て
い
る
。

ω時
間
が
質
的
な
性
格
を
お
び
て
空
間
の

形
成
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
お
そ
ら
く
側
協
そ
の
も
の
の
性
質

に
よ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
流
れ
を
持
つ
時
間
と
い
う
概
念
は
、
肉
体
を

与
え
ら
れ
て
、
単
に
空
間
的
な
拡
が
り
を
持
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
サ
ル
ト
ル
が
号
一
三
て
い
る
よ
う
に
、
別
協
に
は
刷
協
化
さ

れ
切
っ
て
い
な
い
時
間
の
概
念
が
参
加
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
は
や
わ
一

に
時
間
性
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
「
こ

の
秩
序
に
関
す
る
考
え
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
・
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
形
態
に

関
す
る
考
え
方
を
承
認
し
た
者
は
だ
れ
も
、
現
在
が
過
去
に
支
配
さ
れ
る
の

と
同
様
に
過
去
は
現
在
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
も
そ
れ
を
途

方
も
な
い
考
え
だ
と
も
何
と
も
恩
わ
な
い
だ
ろ
う
」
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
言
う

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
の
「
原
型
」
に
対
し
て
自
覚
的
で
あ
フ
た

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
我
々
に
は
、
自
覚
的
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い

し
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
言
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

た
だ
、
ニ

l
チ
ェ
が
本
能
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
も
当
て
最

ま
る
だ
ろ
う
。

ぷ
ん
べ
ん

遺
伝
が
進
行
し
続
行
す
る
に
あ
た
っ
て
分
娩
と
い
う
事
が
問
題
と
な
ら

な
い
よ
う
に
、
本
能
的
な
る
も
の
に
対
し
て
「
意
識
的
で
あ
る
」
と
い
う

は

い

ち

、

?

こ
と
は
、
い
か
な
る
決
定
的
な
背
馳
と
は
な
ら
な
い
の
位
、

我
々
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
を
完
全
に
対
象
化
し
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
不

可
能
な
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
自
己
の
意
識
に
は
ど
れ
ほ
ど
み
ず
か
ら
の
思
考

或
は
行
為
が
明
証
的
な
も
の
に
見
え
よ
う
と
、
他
者
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
自
分
の
主
張

す
る
こ
と
に
対
し
て
(
当
然
)
自
覚
的
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
明
証
性
に
何
ら

疑
い
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
(
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
分
自
身
に
は

動
か
し
難
い
真
実
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
ス
カ
ラ
ー
な
も
の
だ
と
す

れ
ば
)
、
他
者
の
眼
に
は
、
そ
れ
が
或
る
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
持
っ
た
も
の
に
映

じ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
だ
し
、
ま
た
常
に
そ
う
だ
、
と
も
言
え
る
。

手帳

エ
リ
オ
a

ッ
ト
は
文
学
作
品
の
集
合
を
「
有
機
的
全
体
」
と
見
倣
し
た
の
と

全
く
同
じ
よ
う
に
、
一
個
の
文
学
作
品
を
も
、
自
律
的
な
「
有
機
的
全
体
」

と
考
え
た
。
「
客
観
的
相
関
物
」
或
は
「
事
実
の
感
覚
」
と
い
う
よ
う
な
も

の
が
派
生
し
て
く
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
場
所
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
。

リ
オ
ッ
ト
は
詩
作
品
の
特
質
を
述
べ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

エ

次
の
よ
う
な
こ
と
だ
け
が
我
々
に
言
い
う
る
全
て
だ
、

つま也、り、

一つ
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の
詩
作
品
は
或
る
意
味
で
自
分
自
身
の
生
命
を
持
ち
、
そ
の
各
部
分
は
手

際
よ
く
並
べ
ら
れ
た
伝
記
的
事
項
の
集
合
・
と
は
極
め
て
異
な
っ
た
或
る
も

の
を
形
成
す
る
、
そ
し
て
そ
の
詩
作
品
か
ら
得
ら
れ
る
感
情
・
情
緒
・

映
像
は
詩
人
の
心
の
中
に
あ
る
感
情
・
情
緒
・
映
像
と
は
違
っ
た
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
『
聖
林
』
一
九
二
八
年
版
の
「
序
文
」
)
。
帥

「
有
機
的
全
体
」
の
属
性
が
「
多
様
と
統
一
」
を
含
む
と
い
う
こ
と

は
述
べ
て
お
い
た
筈
だ
。
こ
こ
で
は
「
各
部
分
」
を
「
多
様
」
と
、
そ
れ
が

構
成
す
る
「
或
る
も
の
」
を
「
統
一
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ

と
す
る
な
ら
、
そ
の
「
或
る
も
の
」
と
は
具
体
的
に
言
え
ば
何
な
の
か
。
そ

れ
は
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は

シ
リ
ル
・
タ

l
ナ
!
の
『
復
讐
者
の
悲
劇
』
か
ら
一
節
を
引
用
し
て
、
こ
う

言
っ
て
い
る
。

既
に
、

こ
の
一
節
の
中
で
は
(
こ
れ
を
そ
の
文
脈
の
中
に
置
い
て
み
れ
ば
明
白

で
あ
る
よ
う
に
)
肯
定
的
な
情
緒
と
否
定
的
な
情
緒
と
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
美
に
対
し
て
極
め
て
激
し
く
惹
か
れ
て
い
る
と
同

時
に
、
美
と
対
照
さ
れ
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
醜
い
も
の
に
対
し
て
同
じ
位

激
し
く
魅
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
対
照
さ
れ
た
情
緒
が
つ
く

る
均
衡
は
、
こ
の
台
詞
が
語
ら
れ
る
劇
的
情
況
に
由
来
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
を
つ
く
り
出
す
に
は
そ
の
情
況
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
こ
の
情
緒

は
構
造
的
情
緒
と
で
も
言
お
う
か
、
劇
そ
れ
自
体
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
が
、
全
体
の
効
果
、
支
配
的
な
調
子
と
い
う
も
の
は
、
こ

の
情
緒
に
対
し
て
一
寸
見
た
だ
け
で
は
決
し
て
わ
か
ら
な
い
或
る
親
近
性

を
持
っ
た
数
多
く
の
浮
遊
す
る
感
情
が
そ
れ
と
結
び
付
い
て
、
我
々
に
新

し
い
芸
術
的
情
緒
を
与
え
て
い
る
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
の
で
あ
る

(
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
傍
点
桑
子
〉
。
同

こ
の
記
述
か
ら
も
エ
リ
オ
ッ
ト
が
芸
術
作
品
の
「
統
一
」
を
重
要
視
し
て
い

る
こ
と
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
効
果
は
、
芸
術
作
品
が
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
一
つ
に

統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
は
詳
細
の
非

常
な
複
合
体
で
あ
る
(
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
)
。
伺

こ
の
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
「
統
一
」
が
重
視
さ
れ
る
際
、
そ
の
基
準
と

な
る
の
が
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
な
の
で
あ
り
、
全
て
の
も
の
は
こ
れ
を

生
み
出
す
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
も
感
じ
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
と

し
て
は
解
釈
で
き
な
い
」
(
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
)
倒
と
エ

リ
オ
ッ
ト
が
言
う
の
も
、
彼
に
と
っ
て
、
芸
術
作
品
の
芸
術
作
品
と
し
て
の

あ
り
方
が
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
、
た
や
す
く
理
解
で
き
よ
う
。
彼
は
、
批
評
家
の
道
具
が
「
比
較
と
分

品
川
リ

析
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

0
0
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
と
し
て
存
在
す

る
芸
術
作
品
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
し
か
受
け
容
れ
な
い
の
で
あ

る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
先
程
引
用
し
た
部
分
で
、
『
復
讐
者
の
悲
劇
』
の
一

節
の
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
を
か
恥
し
て
い
る
。
し
か
し
分
析
の
結
果
現

わ
れ
て
き
た
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
有
機
的
全
体
」
の
も
う
一

方
の
属
性
で
あ
る
「
多
様
」
を
お
い
て
ほ
か
に
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
は
、

「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
情
緒
或
は
感
情
が
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「
多
様
」
と
し
て
析
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ
の
よ
う
な
構
成
要
素
の
さ
ら
に
向
こ
う
に
は
、
そ
れ
ら
を
惹
き
起
こ
す

「
事
実
」
が
存
在
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
を
エ
リ
オ
ッ
ト
は
「
客
観
的

相
関
物
」
と
名
付
け
た
。

芸
術
と
い
う
形
で
情
緒
を
表
現
す
る
に
は
「
客
観
的
相
関
物
」
を
見
出

す
以
外
に
方
法
は
な
い
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
特
定
の
情
緒
の
公

式
と
な
る
べ
き
一
組
の
対
象
物
・
或
る
情
況
・
一
連
の
出
来
事
の
こ
と
で

あ
り
、
最
後
に
は
感
覚
的
経
験
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
外
的
な
諸
事

実
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
た
だ
ち
に
そ
の
情
緒
が
喚
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
(
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ

ク
)

o

同

「
芸
術
と
い
う
形
で
」
表
現
さ
れ
た
情
緒
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
新
し

い
芸
術
的
情
緒
」
を
指
す
。
と
こ
ろ
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
一
個

の
芸
術
作
品
は
自
律
的
な
「
有
機
的
全
体
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
こ
か

ら
、
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
は
作
品
の
全
体
に
わ
た
っ
て
充
填
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
い
。
そ
し
て
、
も
し
「
新

し
い
芸
術
的
情
緒
」
が
遍
在
的
で
あ
る
な
ら
ー
そ
れ
を
葱
き
起
こ
す
「
客
観
的
相

関
物
」
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
考
え

方
を
敷
街
す
れ
ば
一
個
の
芸
術
作
品
全
体
が
「
客
観
的
相
関
物
」
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
を
「
統
一
」
と
し

て
、
「
客
観
的
相
関
物
」
を
「
多
様
」
と
し
て
持
っ
た
芸
術
作
品
の
二
元
的

江
存
在
様
式
を
表
わ
し
て
い
る
。

エ
リ
オ
ァ
ト
に
と
ク
て
、
芸
術
作
品
は
こ
の
よ
う
に
二
元
的
に
存
在
し
て

既
に
言
っ
た
よ
う
に
、
彼
が
批
評
家
の
道
具
を
「
比
較
と
分
析
」
と

「
芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
ん
7
V
ち
ゅ
解
釈
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
の
も
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。
彼
の
関
心
の
中
心
は
、
原
理
的
に
或
る

芸
術
的
な
効
果
と
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
構
造
に
集
中
し
、
作
品
の
所

調
「
内
容
」
を
切
り
離
し
て
云
々
す
る
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
り
興
味
の
埼
外

に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

、

‘

甲

」

O

，a
u
V
1
マj

し、
と
こ
ろ
で
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、

し
て
「
事
実
」
と
も
呼
び
、
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
感
覚
を
「
事
実
の
感
覚
」

と
名
付
け
て
い
る
。

「
客
観
的
相
関
物
」
を
、
少
し
位
相
を
ず
ら

そ
し
て
私
の
見
出
し
得
た
最
も
重
要
な
条
件
、
実
作
者
の
批
評
が
特
に

重
要
で
あ
る
理
由
も
そ
こ
か
ら
説
明
さ
れ
る
条
件
と
は
、
批
評
家
は
高
度

に
発
達
し
た
事
実
の
感
覚
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
、
と
で
あ
る

(
「
批
評
の
機
能
」
傍
点
桑
子
)

o

倒

こ
の
言
葉
が
我
々
に
、
批
評
家
の
道
具
は
「
分
析
と
比
較
」
で
あ
る
と
い
う

言
葉
及
び
そ
の
意
味
(
そ
れ
は
も
う
述
べ
た
〉
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
は
、

断
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
「
事
実
の
感
覚
」
と
言
う
か

わ
り
に
「
客
観
的
相
関
物
に
対
す
る
感
覚
」
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
場
合
に
実
作
者
の
批
評
が
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、

彼
が
い
つ
も
「
客
観
的
相
関
物
」
を
、
つ
ま
り
「
事
実
」
を
扱
っ
て
い
て
、

そ
れ
に
対
す
る
感
覚
が
自
然
に
発
達
し
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

エ
リ
オ
ッ
ト
は
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

で
フ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
研
究
会
L

の
会
員
に
と
っ
て
は
、
詩
人
た
ち
の
詩
に

po 



関
す
る
議
論
は
無
味
乾
燥
、
技
術
的
で
浅
薄
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
知

札
な
い
。
こ
れ
は
た
だ
、
実
際
に
詩
作
を
行
な
っ
て
い
る
者
が
、
会
員
に

は
極
め
て
暖
昧
な
形
で
し
か
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
感
情
を
、
全
て

明
確
な
も
の
に
し
、
事
実
の
状
態
に
還
元
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
無
味
乾
燥
の
技
術
と
は
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し

て
し
ま
っ
た
者
に
と
っ
て
、
会
員
を
感
動
に
戦
傑
せ
し
め
る
全
て
の
も
の

を
意
味
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
、
厳
密
な
も
の
、
扱
い
易
い
も
の
、
従

順
な
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
が
一
つ
の
理
由
と
な

っ
て
実
作
者
の
批
評
は
価
値
を
持
っ
て
く
る
わ
け
だ
。
つ
ま
り
実
作
者
は

自
分
の
事
実
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
我
々
が
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
す

る
の
を
手
助
け
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
(
「
批
評
の
機
能
」
)
。

ω

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
態
度
で
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
と

い
う
作
品
に
面
し
た
。
つ
ま
り
、
「
事
実
の
感
覚
」
(
実
作
者
と
し
て
、
そ

れ
を
自
負
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
〉
を
活
用
し
て
、
そ
こ
に
、

「
客
観
的
相
関
物
」
と
密
着
し
た
(
「
最
後
に
は
感
覚
的
経
験
と
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
外
的
な
諸
事
実
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
た
だ
ち
に
そ
の
情
緒

が
喚
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
」
と
は
そ
う
い
う
意
味
だ
)
明
確

な
輪
郭
を
持
ち
少
し
も
暖
昧
な
と
こ
ろ
の
な
い
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
を

見
出
す
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
形
而
上
詩
人
」
の
作
品

に
於
て
、
彼
は
そ
う
い
う
も
の
を
見
出
し
て
い
た
筈
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が

彼
ら
に
対
す
る
評
価
の
理
由
と
な
フ
た
。
し
か
し
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
於
て

は
、
周
知
の
よ
う
に
そ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
「
客
観
的
相
関
物
」
と
密
着

し
な
い
不
明
瞭
な
情
緒
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
作
品

4H-， 

は
「
芸
術
と
し
て
失
敗
作

Leで
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
憂
き
目
を
見
た
の
で

あ
っ
た
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
於
て
や
ろ
う
と
し
た
こ
と

は
、
夏
目
激
石
が
閉
じ
作
品
に
対
し
て
試
み
た
こ
と
と
、
だ
い
た
い
同
じ

よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
。
激
石
は
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
読
ん

で
得
た
「
面
白
い
」
と
い
う
感
情
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

し
て
見
れ
ば
此
単
に
面
白
い
と
云
ふ
感
情
を
分
解
す
れ
ば
色
々
な
、
且

つ
一
層
単
純
な
感
情
に
な
る
。
而
し
て
此
単
純
な
感
情
は
一
々
之
に
当
箱

る
有
形
的
な
事
実
で
説
明
が
出
来
る
。
即
ち

嗣
別
』
一
副

l
副

E
F
J
H
(
璃
蕗
+
藍
蕗
+
持
矧
+
哨
)
+
(
湘
掛
δ
一一田明
d

H

U

廿浬
d

跡
調
d

織
地
J
d

湖
国
制
d

韮
期

8
加
ゆ
)

制
淵
l
〉
ト
て
U

7

H

(

匿
榊
+
〉
L
P

て
児
7

8

荏
舟
+
〉
L
P

て，
X

7

作
斗

U

H

q
吋

8
制
問
+
刷
明
)
十
(
融
構

δ
一貫明
d

等
当
d

器
国
訓

d

競
愉
w

d

淑
淘
d

韮
刑
δ
油
ゆ
)

と
云
ふ
風
に
感
情
を
分
解
す
る
と
同
時
に
其
感
情
を
起
す
事
実
を
分
解
し

て
、
両
者
相
一
致
す
る
対
偶
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。
鈎

「
面
白
い
」
と
い
う
感
情
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
で
言
え
ば
「
新
し
い
芸
術
的
情

緒
」
に
あ
た
り
、
「
事
実
」
は
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
「
事
実
」
或
は
「
客
観

的
相
関
物
」
に
あ
た
る
と
考
え
て
い
い
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
エ
リ
オ
ッ
ト

が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
、
芸
術
作
品
た
る
基
準
で
あ
る
「
新
し
い
芸
術
的
情

緒
」
(
そ
れ
は
い
つ
も
「
客
観
的
相
関
物
」
と
密
着
し
た
明
確
な
も
の
で
あ

る
)
を
見
出
せ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
「
失
敗
作
」
と
断
じ
た
の
で

あ
り
、
激
石
と
の
違
い
は
そ
こ
に
あ
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
が
望
ん
だ
明
確
な

「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
は
、
同
じ
よ
う
に
明
確
で
具
体
的
な
制
民
に
よ
っ

-17-



v 

II~ 

11 

イ
メ
ー
ジ

て
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
し
、
明
確
で
具
体
的
な
映
像
が
「
客
観
的
相
関
物
」
と

い
う
「
事
実
」
な
し
に
存
在
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
無
論
こ
の
よ
う

な
推
論
を
経
て
「
客
観
的
相
関
物
」
と
い
う
考
え
方
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た

わ
け
で
は
な
く
、
「
客
観
的
相
関
物
」
と
言
い
、
「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」

と
言
い
、
彼
の
芸
術
的
営
為
の
中
で
全
て
が
直
覚
さ
れ
て
い
た
筈
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
文
学
理
論
風
の
符
丁
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
自
分
の
経
験
を
観
念
的
に
跳
び
越
え
る
こ
と
も
、
そ
れ

よ
り
小
さ
く
萎
縮
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
と
し
っ
く
り
合
っ
た
考
え
を
述

べ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
勿
論
そ
う
い
う
経
験
は
、
思
想
的
「
原
型
」
に
或

る
程
度
規
定
さ
れ
て
現
わ
れ
る
筈
で
あ
り
、
そ
れ
の
、
或
る
程
度
の
整
合
性

を
持
っ
た
理
論
へ
の
持
ち
上
げ
も
ま
た
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
誰
に
も
当
て
蔽
ま
る
文
学
理
論
な
ど
は

構
築
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
今
述
べ
た
よ
う
に
し
て
組
み
立

て
ら
れ
る
理
論
は
、
号
一
口
う
な
れ
ば
彼
の
た
め
の
内
的
な
文
学
理
論
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
学
理
論
と
は
、
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
彼
自
身
を

否
定
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
彼
に
固
有
の
論
理
と
切
り
離
し
難
く
結
び
付

い
て
い
る
或
る
も
の
、
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
文
学
理
論

で
あ
れ
、
そ
れ
を
語
る
と
き
に
は
普
遍
性
の
衣
裳
を
練
わ
せ
て
語
る
ほ
か
に

な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
だ
。
ヴ
ァ
レ
リ

l
は
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

お
よ
そ
芸
術
に
於
い
て
、
理
論
は
大
し
た
値
打
が
な
い
:
:
:
。
云
々
と

言
う
が
、
そ
れ
は
中
傷
で
あ
る
。
事
実
は
、
理
論
に
は
普
遍
的
価
値
が
な

い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ら
は
一
人
に
と
っ
て
の
理
論
で
あ
る
o

J

人
の
役
に
立
つ
も
の
だ
。
彼
に
対
し
て
、
彼
の
た
め
に
、
彼
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
だ
。
こ
れ
ら
の
理
論
を
無
雑
作
に
打
ち
壊
す
批
評
に
は
、

個
人
の
要
求
と
傾
向
に
対
す
る
認
識
が
欠
け
て
い
る
。
文
理
論
自
体
に
も
、

そ
れ
が
一
般
的
に
真
で
は
な
く
、
そ
れ
を
道
具
と
す
る

X
に
と
っ
て
真
な

の
だ
と
、
宣
言
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
る
の
だ
。

ω

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
エ
リ
オ
ッ
ト
の

批
評
的
態
度
か
ら
生
ま
れ
出
る
批
評
文
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
フ
て
ど
ん
な
特

徴
を
備
え
た
も
の
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
義
務
が
ま
だ
我
々

に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
前
に
言
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
を
「
有
機

的
全
体
」
と
し
て
と
ら
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
と
っ
て
そ
れ
は
、

「
新
し
い
芸
術
的
情
緒
」
と
い
う
「
統
一
」
と
「
客
観
的
相
関
物
」
と
い
う

「
多
様
」
と
い
う
ふ
う
に
二
元
的
な
存
在
様
式
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
理

的
に
、
彼
の
関
心
の
中
心
は
芸
術
的
な
効
果
と
そ
れ
が
生
ま
れ
る
構
造
に
焦

点
を
結
び
、
「
内
容
」
は
そ
れ
と
関
係
を
持
つ
限
り
に
於
て
注
意
が
払
わ
れ

る
だ
け
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
議
論
は
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
、
彼
の
批
評
的

態
度
か
ら
演
縛
さ
れ
る
批
評
文
の
特
徴
の
大
ざ
っ
ぱ
な
姿
で
あ
る
。
芸
術
的

な
効
果
に
関
心
が
払
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
例
で
示
す
な
ら
ば
、

引
用
の
多
さ
を
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
芸

術
的
な
効
果
を
過
不
足
な
く
読
者
に
伝
え
る
に
は
実
物
を
示
す
ほ
か
な
い
か

ら
だ
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
平
井
正
穂
氏
の
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ
る
。

彼
の
(
エ
リ
オ
ッ
ト
の

l
l
桑
子
)
詩
人
論
は
あ
る
特
定
の
引
用
文
の

美
し
さ
、
豊
か
さ
、
深
さ
を
例
証
す
る
た
め
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。

M
W

。。
噌
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と
ζ

ろ
で
、
た
し
か
に
初
期
の
批
評
文
は
引
用
に
あ
ふ
れ
で
い
る
け
れ
ど
、

次
第
に
そ
れ
は
減
少
し
て
ゆ
く
で
は
な
い
か
、
こ
の
こ
と
は
ど
う
説
明
す
る

の
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
説
明
が
考
え

ら
れ
る
と
思
う
。
一
つ
に
は
、
講
演
の
数
が
増
し
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
が
、
も
っ
と
本
質
的
な
理
由
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
そ
う
だ
。
僕
の

考
え
で
は
、
そ
れ
は
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
内
容
」
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
深
く

し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
あ
と
で
触
れ
る
だ

ろ
う
。エ

リ
オ
ッ
ト
の
批
評
的
関
心
が
、
も
う
一
方
で
芸
術
的
効
果
の
生
ま
れ
て

く
る
構
造
に
そ
そ
が
れ
る
、
と
言
っ
て
お
い
た
。
こ
れ
も
、
彼
の
批
評
文
の

も
う
一
方
の
特
性
同
様
、
実
際
彼
の
批
評
文
に
あ
た
っ
て
確
か
め
て
も
ら
う

ほ
か
な
い
が
、
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
自
身
に
説
明
さ
せ
る
こ
と
に

す
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
於
て
は
、
そ
の
効
果
は
、
登
場
人
物
が
互
い
に
作

用
し
合
う
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
於
て
は
、

登
場
人
物
が
互
い
に
適
合
し
合
う
そ
の
仕
方
に
よ
っ
て
そ
れ
は
生
じ
る
。

『
ヴ
ォ
ル
ポ
ウ
ニ
』
の
芸
術
的
成
果
は
、
ヴ
ォ
ル
ポ
ウ
ニ
、
モ
ス
カ
、
コ

ル
ヴ
ィ

l
ノ
、
コ
ル
ヴ
ァ
キ
オ
、
ヴ
ォ
ル
ト

l
レ
が
互
い
に
及
ぼ
し
合
う

影
響
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
彼
ら
が
結
び
付
い
て
一
つ
の
全
体
を

形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
物
は
情

熱
を
擬
人
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
一
人
一
人
で
は
現
在
持
っ

て
い
る
リ
ア
リ
テ
ィ
さ
え
失
っ
て
し
ま
う
。
彼
ら
は
構
成
要
素
な
の
で
あ

る
(
「
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
〉
。

M
W

来

詩
人
の
非
個
性
論
と
「
感
受
性
の
分
裂
」
と
い
う
、
人
口
に
脂
策
し
た
二

つ
の
考
え
方
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
手
垢
を
洗
い
落
と
し
て
、
エ
リ
オ

ッ
ト
自
身
の
論
理
の
ど
の
よ
う
な
位
相
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
点

検
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
共
に
詩
人
の
心
の
働
き
に
か
か
わ

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
聯
関
を
持
っ
て
い
る
。
非
個
性
論
の
、
「
伝
統
」
と

の
か
か
わ
り
合
い
に
就
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
事
柄
で
十
分
な
説
明
に
な
り

え
て
い
る
と
思
う
。
あ
え
て
こ
こ
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「
ど
ん
な
詩
人

も
、
い
か
な
る
芸
術
を
行
な
う
ど
ん
な
芸
術
家
も
、
単
独
で
は
完
全
な
意
味

綿

、

を
持
た
な
い
」
(
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
)
と

L
う
言
葉
を
引
い
て
お

く
。
「
単
独
で
は
」
と
は
、
「
伝
統
」
と
い
う
関
係
性
の
体
系
の
中
で
な
く

て
は
、
位
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
性
の
体
系
の
中
に
置
か
れ

る
と
、
個
人
は
単
な
る
個
人
を
超
え
て
全
体
的
に
な
る
(
「
全
体
」
と
聯
関

す
る
〉
、
即
ち
伝
統
的
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
て
い
に
言
え
ば
「
伝
統
」

と
関
連
し
た
詩
人
の
非
個
性
論
の
意
味
だ
っ
た
。
こ
れ
を
内
側
か
ら
、
創
作

す
る
詩
人
の
心
の
働
き
と
し
て
見
れ
ば
、
当
然
次
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

芸
術
家
が
完
全
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
彼
の
中
で
は
、
苦
し
む
人
間
と

創
造
す
る
心
と
が
完
全
に
分
離
す
る
(
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
)
。

M
W

そ
し
て
、
こ
れ
が
「
感
受
性
の
分
裂
」
と
い
う
考
え
の
根
拠
と
な
る
。
凡
庸

な
心
の
中
で
は
、
恋
愛
・
ス
ピ
ノ
ザ
を
読
む
こ
と
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
音

・
料
理
の
に
お
い
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
経
験
は
、
雑
然
と
し
た
無
秩
序
の

Q
d
 



印
如
何

塊
を
つ
く
り
上
げ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
詩
人
の
心
の
中
で
は
違
う
、

オ
ァ
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

と
エ
リ

そ
れ
ら
の
経
験
は
、
詩
人
の
心
の
中
で
は
い
つ
も
新
し
い
全
体
を
形

づ
く
っ
て
い
る
(
「
形
而
上
詩
人
」
)
。
側

「
新
し
い
全
体
」
と
は
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
「
全
体
」
、
つ
ま
り
「
有
機
的

全
体
」
を
意
味
し
て
い
る
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
自
分
の
心
の
中
に
か
か
る

「
全
体
」
を
形
づ
く
る
能
力
が
詩
人
に
失
わ
れ
る
こ
と
を
、
い
み
じ
く
も

「
感
受
性
の
分
裂
」
と
呼
ん
だ
。
即
ち
、
「
有
機
的
全
体
」
そ
の
も
の
の
分

裂
・
非
連
続
、
有
機
体
で
あ
る
こ
と
の
停
止
。
「
客
観
的
相
関
物
」
が
「
新

し
い
芸
術
的
情
緒
」
と
密
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
鮮
明
な
肘
鶴
と

「
感
受
性
の
統
一
」
と
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
思
考
の
中
で
わ
か
ち
が
た
く
結

び
付
い
て
い
る
。
「
感
受
性
の
分
裂
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
形
而
上
詩
人
」

と
い
う
論
文
の
中
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
つ

ま
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
形
而
上
詩
人
た
ち
の
作
品
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
生
々

イ
メ
ー
ジ

し
い
映
像
を
見
詰
め
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
を
表
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
感
受
性
の
分
裂
」
が
起
こ
っ
て
い
な
い
理
想
的
な
心
(
ダ

ン
テ
な
ど
も
含
ん
だ
、
形
而
上
詩
人
以
前
の
詩
人
の
心
)
は
、
そ
の
中
に
入

り
込
ん
で
く
る
、
詩
の
構
成
要
素
と
し
て
の
い
ろ
い
ろ
な
情
緒
に
対
し
て
理

想
的
な
媒
介
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
ら
を
「
新
し
い
全
体
」
、
つ
ま
り
「
有

機
的
全
体
」
に
つ
く
り
上
げ
る
。
「
有
機
的
全
体
」
の
中
に
ひ
と
た
び
入
っ

た
ら
、
個
々
の
も
の
は
「
全
体
」
と
の
関
係
に
於
て
初
め
て
完
全
な
意
味
を

持
つ
。
そ
し
て
、
個
々
の
も
の
が
自
己
主
張
を
し
す
ぎ
る
こ
と
は
、
か
た
く

禁
止
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
こ
で
は
「
多
様
」
を
保
持
す
る
限
り
に

F 

於
て
「
個
」
で
あ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
構
成

要
素
に
な
る
べ
き
情
緒
や
感
情
は
、
き
わ
め
て
普
通
の
、
一
般
的
な
そ
れ
で

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
個
性
的
な
情
緒
・
感
情
で
あ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
好

ま
し
く
な
い
わ
け
だ
。

と
い
う
の
は
、
重
要
な
こ
と
は
情
緒
、
つ
ま
り
構
成
要
素
の
「
偉
大
さ
」
、

強
烈
さ
で
は
な
く
、
溶
解
が
起
こ
る
芸
術
化
の
過
程
、
い
わ
ば
圧
縮
の
強

烈
j
だ
か
ら
で
あ
る
(
「
伝
統
と
個
人
の
才
能
」
)
。
州
開

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
生
ま
れ
た
も
の
は
、
特
定
の
ど
の
「
個
」
に
も
還

元
で
き
な
い
「
全
体
」
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
非
個
性
」
の
意
味
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
構
成
要
素
に
な
る
個
々
の
情
緒
に
個
人
的
な
経
験

を
禁
止
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
大
切
な
の
は
そ
れ
が
つ

く
り
上
げ
る
個
人
を
超
え
た
「
全
体
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
形
而
上
詩
人
た
ち
の
作
品
の
、
「
客
観
的
相

イ
メ
I
V

関
物
」
と
密
着
し
た
鮮
明
な
映
像
を
見
す
え
な
が
ら
「
感
受
性
の
分
裂
」
と

い
う
言
葉
を
発
し
た
の
だ
、
と
既
に
言
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
と
き

彼
は
す
ぐ
れ
て
詩
的
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
、
彼
の
思
考
範
囲

は
拡
大
さ
れ
て
ゆ
き
、
「
有
機
的
全
体
」
の
ず
ィ
ジ
ョ
ン
は
大
き
く
「
文
化
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
ま
で
投
射
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
が
い
ま
一
度

「
感
受
性
の
分
裂
」
を
語
っ
た
と
き
、
そ
う
い
う
場
所
に
立
っ
て
い
た
。
言

い
換
え
れ
ば
、
詩
的
な
エ
リ
オ
ッ
ト
の
発
言
か
ら
、
文
化
的
な
エ
リ
オ
ッ
ト

の
発
言
に
転
位
し
た
の
で
あ
る
。
感
受
性
が
分
裂
し
た
時
期
の
変
化
の
裏
側

に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
か
く
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
文
化
的
な
エ
リ
オ
ッ

ト
は
何
を
お
も
っ
て
い
た
か
。

nu 
つU



τ電

ダ
ン
テ
の
持
つ
い
く
つ
か
の
有
利
な
点
は
、
彼
の
す
ぐ
れ
た
天
才
で
は

な
く
、
彼
が
書
い
て
い
る
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
ま
だ
と
も
か
く
も
一

つ
に
統
一
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
(
「
ダ
ン
テ
」
)
。
制
判

エ
リ
オ
ッ
ト
が
お
も
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
中
世
・
文
化
の
統
一
だ
フ

た
の
だ
。
そ
し
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
思
考
の
中
で
は
、
中
世
文
化
の
統
一
と

「
感
受
性
の
統
一
」
と
は
、
ご
く
自
然
に
結
び
付
い
た
。
ゆ
え
に
、
中
世
文

化
の
分
裂
と
「
感
受
性
の
分
裂
」
も
ま
た
、
素
直
に
接
続
し
た
の
で
あ
る
。

ヲ転

「
そ
れ
が

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
一
九
二
八
年
版
『
聖
林
』
の
「
序
文
」
で
、

書
か
れ
た
時
代
及
び
そ
れ
以
外
の
時
代
の
精
神
生
活
・
社
会
生
活
に
対
し
て

4
H
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詩
が
持
つ
関
係
」
と
い
う
「
よ
り
大
き
く
、
よ
り
困
難
な
課
題
」
。
に
興
味

の
中
心
が
移
行
し
た
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
批
評
活
動
の
範
囲
を
拡
大

し
て
、
そ
の
拡
大
さ
れ
た
枠
の
中
に
文
化
的
な
要
素
或
は
そ
の
中
に
含
ま
れ

た
宗
教
的
な
要
素
を
・
恥
取
り
込
ホ
う
と
し
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い

っ
た
要
素
が
批
評
活
動
の
中
に
入
り
込
ん
で
き
て
も
、
詩
の
存
在
の
あ
り
よ

う
に
対
す
る
考
え
が
変
わ
っ
て
は
い
な
い
こ
と
は
、
今
の
言
葉
と
、
前
に
引

用
し
た
詩
の
自
律
性
に
関
す
る
言
葉
と
が
同
じ
場
所
に
肩
を
並
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
、
「
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
及
び
そ
れ
以
外
の

時
代
の
精
神
生
活
・
社
会
生
活
に
対
し
て
詩
が
持
つ
関
係
」
と
い
う
よ
う
な

問
題
に
対
し
て
か
か
わ
り
合
い
を
持
と
う
と
す
れ
ば
、
詩
の
「
内
容
」
そ
れ

自
体
に
も
、
多
少
な
り
と
も
注
意
を
払
わ
ず
に
は
す
ま
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
エ
リ
オ
ッ
ト
は
事
実
そ
う
い
う
ふ
の
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
だ
が
、

rP""' 

そ
う
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
既
に
彼
に
と
っ
て
あ
フ
た
詩
の
存
在
様
式
を
破

壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
両
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

文
学
の
「
偉
大
さ
」
を
文
学
的
基
準
に
よ
っ
て
の
み
決
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
た
だ
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
文
学
で
あ
る
か
否

か
は
文
学
的
基
準
だ
け
で
決
定
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
(
「
宗
教
と
文

A
O，
 

学
」

)

o

h

p

つ
ま
り
、
文
学
が
「
偉
大
」
か
ど
う
か
は
、
文
学
の
外
側
に
あ
る
何
か
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
文
章
は
言
っ
て

い
る
。
文
学
の
外
側
の
も
の
と
は
、
文
化
で
あ
り
宗
教
で
あ
る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
を
さ
ら
に
文
学
の
「
内
容
」
そ
の
も
の
に
ま
で
押
し
拡
げ
た
っ
て
構
わ

な
い
。
文
学
は
、
そ
の
芸
術
的
効
果
と
そ
れ
を
生
み
出
す
構
造
に
於
て
は
外

に
聞
か
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た

「
内
容
」
そ
の
も
の
に
於
て
は
外
に
聞
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
正
統
」

と
い
う
も
の
と
結
び
付
け
て
考
え
得
る
の
も
そ
う
い
う
場
所
に
於
て
で
あ

り
、
「
詩
と
信
」
の
問
題
が
表
だ
っ
た
も
の
に
な
る
の
も
そ
う
い
う
場
所
を

お
い
て
ほ
か
に
な
い
。
「
詩
と
信
」
と
い
う
問
題
が
比
較
的
詳
し
く
論
じ
ら

れ
て
い
る
の
は
「
ダ
ン
テ
」
と
い
う
論
文
に
於
て
だ
が
、
そ
こ
で
は
ダ
ン
テ

の
詩
が
、
詩
句
の
芸
術
的
効
果
と
そ
の
構
造
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
内
容
」

そ
れ
自
体
も
、
前
者
と
の
精
妙
な
調
和
の
も
と
に
分
析
を
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
「
ダ
ン
テ
」
が
豊
か
で
優
れ
た
批
評
文
に
な

っ
て
い
る
の
も
ま
た
、
そ
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。
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来

エ
リ
オ
ッ
ト
が
思
考
範
閤
を
「
文
化
」
に
ま
で
拡
大
し
た
と
き
、
「
有
機

イ
メ
ー
ジ

的
全
体
」
の
映
像
は
「
文
化
」
と
い
う
概
念
と
結
び
付
き
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に

と
っ
て
は
、
「
文
化
」
は
そ
の
ま
ま
一
つ
の
「
有
機
的
全
体
」
と
し
て
現
わ

れ
た
。
「
有
機
的
全
体
」
は
、
と
り
わ
け
彼
の
文
化
論
に
於
て
娼
振
を
極
め
て
い
る
。

イ
メ
ー
ジ

し
か
し
、
こ
こ
で
「
有
機
的
全
体
」
の
映
像
と
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
と
の
結

び
付
き
に
就
い
て
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
考
察
を
行
な
っ
て
お
い
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
僕
は
既
に
、
サ
ル
ト
ル
の
言
い
方
に
な
ら
っ
て
、
「
有
機
的
全
体
」

イマ

I
V
コ

の
「
像
」
に
は
ま
ず
「
有
機
体
」
の
概
念
が
結
び
付
い
て
い
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
の
ち
に
こ
れ
に
、
例
え
ば
「
文
学
の
伝
統
」
の
概
念
が
結
び
付
い
て
揮

然
一
体
化
す
る
、
と
い
う
よ
う
江
言
い
方
を
し
て
お
い
た
が
、
誤
解
を
招
か

な
い
た
め
に
も
こ
れ
に
は
も
う
少
し
説
明
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
と

イ
メ
ー
ジ
イ
メ
ー
ジ

思
う
。
「
有
機
的
全
体
」
の
映
像
に
、
映
像
化
さ
れ
て
い
な
い
「
有
機
体
」

の
概
念
が
題
一
り
付
く
と
言
う
と
、
そ
の
様
態
を
現
実
に
知
覚
し
う
る
「
有
機

体
」
の
現
実
の
姿
と
そ
の
謂
わ
ば
描
写
的
な
概
念
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

聞
こ
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ

に
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
有
機
体
」
と
い
う
用
語
に
に
な
わ
せ
て
い
る
属
性
そ

の
ま
ま
に
、
こ
の
「
有
機
体
」
な
る
も
の
が
機
能
し
て
い
る
現
場
を
視
覚
的

に
知
覚
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
自
身
も
、

イ
メ
ー
ジ

そ
の
映
像
を
そ
う
い
う
現
実
の
も
の
か
ら
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
筈

で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
を
い
い
加
減
に
バ
ラ
バ
ラ
とA

4可

め
く
っ
て
い
る
と
、
偶
然
に
「
絶
対
に
無
限
な
実
体
は
分
割
さ
れ
な
い
」
。

と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
遭
遇
す
る
が
、
そ
の
抽
象
性
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
多

少
と
も
注
意
を
拡
散
さ
せ
ず
に
読
め
ば
、
心
の
中
に
は
或
る
一
つ
町
町
駅
が

生
じ
、

さ
ら
に
そ
の
あ
と
の
「
証
明
」
或
は
「
備
考
」
を
読
む
と
そ
こ
で
も

イ
メ
1
0

ま
た
別
の
映
像
が
生
ま
れ
、
そ
れ
と
の
対
照
に
よ
っ
て
最
初
の
も
の
は
さ
ら

イ
メ
ー
ジ

に
補
強
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
同
様
「
有
機
的
全
体
」
の
映
像
も
、
エ

リ
オ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
実
際
の
知
覚
か
ら
の
持
ち
こ
し
で
は
な
く
、
そ
の
概

念
そ
の
も
の
(
「
有
機
的
全
体
」
と
い
う
名
称
を
実
際
に
用
い
る
用
い
な
い

に
拘
ら
ず
)
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
て
も
、
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
「
有
機
的
全
体
」
と
い
う
よ
う
な
、
実
際
的
な
知
覚
の
不
可

能
な
も
の
に
就
い
て
は
、
そ
れ
が
当
然
だ
と
も
言
え
る
。
吉
本
隆
明
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

い
っ
た
ん
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た
対
象
は
、
〈
実
在
〉
の

次
元
か
ら
離
脱
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
対
象
が
現
に
八
実
在

V
し
て
い
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
概
念
的
な
対
象
と
な
っ
た
対
象
に
た
い
し
て
は
、

ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
八
心
像
〉
は
、
す
で
に
概
念
的
な

対
象
を
、
感
性
的
な
対
象
に
転
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
八
心
像
〉
の
形
象
的
な
要
素
は
、
メ
ル
ロ
オ

H
ポ

ン
テ
ィ
の
い
う
よ
う
に
知
覚
か
ら
類
同
物
を
借
り
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
概
念
の
対
象
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
知
覚
化
し
よ
う
と
す
る
思
念

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

M
W

と
こ
ろ
で
、一

度
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
た
と
え
花
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ

知
覚
し
う
る
も
の
で
さ
え
、
映
像
化
に
於
て
は
実
在
す
る
花
か
ら
は
離
脱
し

て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
芸

術
作
品
の
美
し
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
概
念
的
に
語
る
こ
と
の
不
毛
性
を

示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
就
い
て
言
え
ば
、
も
し
彼

」
こ
で
は
、

-22-



司

が
、
芸
術
的
・
宗
教
的
、
或
は
そ
れ
以
外
の
み
す
み
す
し
い
統
一
感
・
充
実

感
の
経
験
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
へ
の
希
求
を
持
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
概
念
的
に
把
握
さ
れ
る
(
批
評
文
に
於
て
は
そ

う
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
)
限
り
、
そ
の
「
実
体
」
か
ら
離
脱
せ
ざ
る
を
え

ず
、
そ
れ
が
も
っ
と
実
体
に
近
い
形
で
現
わ
れ
る
に
は
お
そ
ら
く
創
作
以
外

に
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
.
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、

「
有
機
的
全
体
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
う
る
み
ず
み
ず
し
い
統
一
感
・
充

実
感
へ
の
希
求
を
‘
例
え
ば
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
が
概
念
的
に
把
握
さ

J
F
I
d
v
 

れ
た
形
で
一
つ
の
映
像
と
し
て
彼
の
批
評
文
の
中
に
遍
在
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
腰
昧
さ
を
敢
え
て
厭
わ
な
い

な
ら
ば
、
そ
う
い
う
風
な
解
釈
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
「
有
機
的
全
体
」
の
財
保
と
さ
ま
ざ
ま
な
そ
れ

以
外
の
概
念
と
の
結
び
付
き
は
ど
う
い
う
し
く
み
に
な
フ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
し
か
、
さ
し
あ
た
り

で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
に
於
て
は
、
実
際
に
彼
の
批
評
文
の
中

で
「
有
機
的
全
体
」
の
阿
保
を
伴
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
概
念
は
、
そ
う
い
う

形
で
し
か
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

或
る
主
題
、
例
え
ば
「
文
化
」
と
い
う
も
の
に
就
い
て
っ
き
つ
め
て
考
え
よ

う
と
す
れ
ば
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
前
に
「
文
化
」
は
「
有
機
的
全
体
」
の
姿
を

と
っ
て
現
出
し
、
そ
れ
以
外
の
形
で
は
現
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ

を
細
部
に
わ
た
っ
て
概
念
的
に
描
写
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う

な
結
び
付
き
に
は
、
も
と
も
と
二
つ
の
も
の
の
親
近
性
・
異
和
感
の
な
さ
が

必
要
な
筈
で
あ
る
。
或
は
片
方
が
、
親
近
性
を
持
っ
た
も
の
・
異
和
感
の
な

い
も
の
に
多
少
変
更
さ
れ
る
だ
け
の
許
容
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
充
た
す
も
の
だ
け
が
、

エ
リ
オ
ッ
ト
の

イ
j
l
ν

思
考
の
中
で
「
有
機
的
全
体
」
の
映
像
と
結
び
付
く
こ
と
を
得
た
。
「
有
機

的
全
体
」
の
阿
協
と
他
の
概
念
と
の
結
び
付
き
、
と
い
う
言
い
方
を
し
て
き

イ
メ
』
ジ

た
が
、
も
っ
と
正
確
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
ら
の
「
概
念
」
は
こ
の
映
像
と
し

て
現
わ
れ
、
そ
の
構
造
を
附
与
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
本
当
に
「
概
念
」
と

い
う
呼
び
名
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
、
と
註
釈
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
エ
リ
オ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
例
え
ば
「
文
化
」
と
い
う
概
念
は
「
有

機
的
全
体
」
そ
の
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
文
化
論
に
入
る
前

に
言
い
加
え
て
お
こ
う
。
美
し
い
花
と
い
う
も
の
は
あ
る
が
、
花
の
美
し
さ

と
い
う
も
の
は
な
い
、
と
言
う
の
と
、
こ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

エ
リ
オ
ッ
ト
は
「
文
化
」
を
、
「
一
つ
の
場
所
に
共
に
生
活
す
る
或
る
特

定
の
人
々
の
生
活
様
式
」
(
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
統
一
」
)
伺
と
定
義
し

た
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
と
き
、
本
来
の
エ
リ
オ
ッ
ト
の

思
考
に
戻
る
。

人
間
が
身
体
の
様
々
な
構
成
要
素
の
単
な
る
集
合
で
は
な
い
の
と
全
く

同
じ
よ
う
に
、
文
化
も
、
そ
の
芸
術
・
習
慣
・
信
仰
の
単
な
る
集
合
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
お
互
い
に
作
用
し
合
う
の
で
あ
り
、
一

つ
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
全
体
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

(
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
統
一
」
)

O

M

W

こ
の
一
節
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
ヱ
リ
オ
ッ
ト
が
「
文
化
」
と
い
う
も
の
に
対

し
て
持
っ
て
い
た
概
念
の
構
造
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
一
見
複
雑
に
見
え

る
彼
の
文
化
論
の
し
く
み
も
、
そ
う
い
う
構
造
を
ひ
と
た
び
把
握
し
て
し
ま

う
と
、
「
そ
の
要
素
全
て
が
眼
に
見
え
、
そ
の
全
て
が
自
ら
の
機
能
を
明
ら

4
H，
 

か
に
し
て
い
る
静
的
な
機
構
」
へ
ヴ
ア
レ
リ

l
)
0
と
見
え
て
く
る
筈
で
あ

qo 
っ，U
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る
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
明
噺
性
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
エ
リ
オ
ッ
ト
の
文

化
論
に
も
し
暖
昧
な
と
こ
ろ
が
わ
ず
か
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
有

機
的
全
体
」
と
い
う
様
態
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
暖
昧
さ
以
外
の
も
の
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
「
多
様
と
統
一
」
の
均
衡
と
は
「
有
機
的
全
体
」
の
属
性

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
国
の
文
化
が
繁
栄
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
民
は
統
一
さ
れ
す
ぎ
て

も
い
け
な
い
し
、
分
裂
し
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
試

論
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
主
題
で
す
。
統
一
の
過
剰
は
お
そ
ら
く
未
開

性
に
由
来
し
、
行
き
着
く
先
は
専
制
政
治
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
分

裂
の
過
剰
は
類
廃
に
お
そ
ら
く
由
来
し
、
こ
れ
も
同
様
行
き
着
く
先
は
専

制
政
治
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
過
剰
も
、
文
化
が
将
来
発
展
し
て

ゆ
く
こ
と
の
妨
げ
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
へ
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚

え
書
」
)

o

倒

エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
文
化
」
に
対
す
る
概
念
か
ら
殆
ど

自
動
的
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
が
、
「
文
化
」
は
意
識
的
に
つ
く
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
が
そ
こ
か
ら
同
じ
よ
う
に
抽
き
出
さ
れ
て

く
る
こ
と
に
も
、
少
し
も
奇
異
な
と
こ
ろ
は
な
い
。

」
の
よ
う
な
言
葉
は
、

も
し
明
確
な
結
論
が
と
も
か
く
も
、
こ
の
研
究
か
ら
出
て
く
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
文
化
と
は
我
々
が
意
識
的
に
目
的
と
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ

或
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
(
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
え
書
」
)
。
倒

F
 「

有
機
的
全
体
」
は

個
々
の
力
を
超
え
た
或
る

エ
リ
オ
ッ
ト
に
よ
っ
て

超
越
的
な
実
体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
政
治
や
教
育
に
よ
っ
て
「
文
化
」
を

意
識
的
に
つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
こ
の
超
越
性
の
中
の
単
な

る
「
個
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
個
」
が
過
度
に
自
己
主
張
す
る
こ
と

は
、
結
局
、
「
多
様
と
統
一
」
の
均
衡
を
破
壊
す
る
だ
け
で
、
狙
っ
た
「
文

化
」
な
ど
つ
く
り
上
げ
え
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
害
に
な
る
だ
け
な
の

だ
。
「
文
化
」
は
意
識
的
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
は
そ
う
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

私
の
言
い
た
い
主
な
と
こ
ろ
は
、
前
の
章
で
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
一
つ
の
文
化
の
中
で
与
え
ら
れ
た
場
所
を
政
治
が
ま
も
る
代
わ
り

に
、
そ
れ
が
文
化
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
就
い
て
語
っ
た
場
合
と

同
じ
な
の
で
す
。
教
育
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
政
治
の
影
響
下
に
置
か
れ
る

も
の
で
す
が
、
そ
の
教
育
も
、
一
つ
の
文
化
が
実
現
さ
れ
る
過
程
と
な
る

諸
々
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
自
分
の
持
ち
場
を
ま
も
る
代
わ
り
、
文
化
の

変
革
と
指
導
の
役
割
を
引
き
受
け
よ
う
と
乗
り
出
し
て
く
る
危
険
が
あ
り

ま
す
。
文
化
は
そ
の
総
て
を
意
識
に
の
ぼ
せ
う
る
も
の
で
は
な
い
し
、
我

々
が
そ
の
総
て
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
文
化
は
、
決
し
て
文
化
の
全
体

な
の
で
は
な
い
の
で
す
。
有
効
な
文
化
と
は
、
自
分
た
ち
で
勝
手
に
文
化

と
呼
ん
で
そ
れ
を
い
じ
く
り
ま
わ
し
て
い
る
者
た
ち
の
活
動
を
か
え
っ
て

指
導
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
(
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
え

書
」
)
。
制

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
一
見
暖
昧
に
見
え
る

か
も
知
れ
ぬ
言
葉
の
意
味
も
自
と
明
ら
か
に
な
る
筈
だ
。

A
且

1つ臼



~雪

こ
の
試
論
で
問
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
よ
り
優
れ

た
文
化
は
望
め
な
い
よ
う
な
永
続
的
な
条
件
は
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う

4
Hヲ

こ
と
で
す
へ
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
え
書
」
)
。
白
。

あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
「
永
続
的
な
条
件
」
と
は
「
多
様
と
統
一
」
の
均
衡

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
文
化
」
が
そ
う

で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
有
機
的
全
体
」
の
属
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
「
文
化
」
が
意
識
的
に
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、

こ
の
「
条
件
」
も
、
意
識
的
に
は
つ
く
り
上
げ
え
な
い
わ
け
だ
。
だ
か
ら
エ

リ
オ
ッ
ト
は
こ
う
言
う
。

も
し
こ
の
問
題
(
優
れ
た
文
化
の
た
め
の
「
永
続
的
な
条
件
」
は
存
在

す
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
|
|
桑
子
)
に
対
す
る
解
答
を
、
た
と
え
部

分
的
に
で
も
見
出
し
え
た
と
し
た
ら
、
そ
の
と
き
は
、
自
分
た
ち
の
文
化

を
改
善
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
条
件
を
つ
く
り
出
そ
う
と
い
う
よ
う
な
妄

想
を
抱
か
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
す
(
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚

え
書
」
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。

ω

で
は
、
我
々
は
「
文
化
」
に
対
し
て
何
ら
な
す
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
の

か
。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
、
積
極
的
に
は
何
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
論
理
か
ら
つ
む
ぎ
出
し
う
る
全
て
な
の
で
あ
る
。

「
統
一
」
を
破
壊
し
な
い
程
度
に
「
多
様
」
で
あ
ら
し
め
る
乙
と
、
即
ち
、

「
文
化
」
を
「
有
機
的
全
体
」
と
い
う
様
態
に
保
つ
と
い
う
極
め
て
消
極
的

な
こ
と
だ
け
が
、
我
々
に
許
さ
れ
た
全
部
な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
消
極

的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
積
極
性
に
転
位
す
る
と
い
う
、
あ
の
我
々
に
な

じ
み
深
い
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

避
け
る
べ
き
は
争
一
砕
h
u
h
}
か
か
計
画
で
あ
り
、
確
定
す
べ
き
は
、
計
画

可
能
な
こ
と
の
限
界
で
あ
り
ま
す
へ
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
え
書
」

傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
)
。

M
W

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
文
化
」
は
意
識
的
に
つ
く
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ
た
が
、
だ
れ
よ
り
も
エ
リ
オ
ッ
ト
自
身
が

「
文
化
」
を
意
識
的
に
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
「
文
化
L

を

彼
は
原
理
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
、
彼
の
「
文
化
」
に
対
す
る

概
念
が
そ
も
そ
も
彼
の
思
想
的
「
原
型
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
の
規
定
さ
れ
た
「
文
化
」
の
「
姿
」
に
眼
を
す
え
、
そ
こ
か
ら
観
念
的
に

跳
躍
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
今
言
っ
た
原
理

的
に
語
ろ
う
と
す
る
態
度
、
そ
れ
ら
は
結
局
こ
の
場
合
に
は
同
じ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
文
化
論
の
中
で

な
に
ご
と
か
で
あ
ろ
う
。
あ
と
は
「
文
化

L
I
「
有
機
的
全
体
」
と
い
ろ
図

式
が
ど
の
程
度
に
普
遍
的
で
あ
り
う
る
か
、
即
ち
「
真
理
」
に
対
す
る
ど
の

程
度
の
親
近
性
を
持
っ
て
い
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
判
断
を
、
さ

し
あ
た
っ
て
我
々
は
ひ
か
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
今
述
べ

た
ば
か
り
の
二
つ
の
態
度
、
い
や
、
結
局
一
つ
に
収
数
す
る
そ
れ
ら
の
態
度

が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
文
化
論
の
中
で
な
に
ご
と
か

(
ω
o
g
o
H
げ
山
口
伺
)
で
あ

る
の
は
、
そ
れ
が
、
お
よ
そ
本
質
的
な
思
索
者
へ
思
想
家
、
と
は
限
定
し
な

い
〉
の
根
拠
と
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
一
致
し
て
い
る
か
ら
だ
。
も
の
ご

と
を
根
底
的
に
、
原
理
的
に
考
え
る
こ
と
(
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
深
層
構
造
」

と
い
う
擬
制
に
よ
る
単
な
る
置
き
換
え
を
意
味
し
は
し
な
い
)
、
そ
し
て
対

-25-
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象
の
姿
が
心
の
中
に
く
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
ま
で
考
え
つ
く
す
こ
と
、
見

え
て
き
た
姿
の
輪
郭
を
忠
実
に
な
ぞ
る
こ
と
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
結
局
一

つ
の
こ
と
だ
。
こ
れ
を
意
図
的
に
行
な
う
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
。
ま

た
、
記
述
す
る
か
ど
う
か
も
問
題
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ニ

l
チ
ェ
は
二

O

歳
の
年
、
こ
の
決
心
を
語
っ
て
い
る
。

今
私
は
大
学
へ
進
学
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
に
あ
た
っ

て
将
来
の
学
問
的
生
活
の
た
め
に
私
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
破
つ
て
は
な

ら
ぬ
お
き
て
と
し
て
自
分
に
言
い
き
か
せ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
軽
薄

な
多
識
へ
の
傾
向
を
慎
む
こ
と
、
そ
し
て
一
つ
一
つ
の
こ
と
を
そ
の
最
も

深
く
広
い
根
拠
ま
で
引
き
も
ど
そ
う
と
す
る
私
の
傾
向
を
さ
ら
に
促
進
す

る
こ
と
。
川
開

お
そ
ら
く
も
の
が
見
え
す
ぎ
て
困
る
自
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ニ

l
チ
ェ

は
、
も
の
ご
と
を
根
底
的
に
、
原
理
的
に
考
え
つ
め
よ
う
と
す
る
自
分
の
傾

向
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
の
に
違
い
な
い
が
、
同
時
に
ま
た
、
そ
の
自
意
識

そ
の
も
の
が
、
彼
を
し
て
そ
う
い
う
方
向
へ
引
き
連
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
従

っ
て
、
ニ

l
チ
ェ
の
企
て
は
殆
ど
意
図
的
と
は
呼
べ
な
い
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。

し
か
し
、

先
を
急
ご
う
。

最
後
に
、

「
文
化
」
と
宗
教
と
の
「
関
係
」
に

就
い
て
エ
リ
オ
ッ
ト
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
、

を
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、

い
う
o

紛
こ
の
こ
と
の
さ
ら
に
詳
し
い
説
明
は
、

宗
教
は
「
文
化
」
の
中
に
「
肉
化
」
す
る
の
だ
と

次
の
言
葉
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
て
い
る
。

ど
ん
な
宗
教
も
、
そ
れ
が
存
続
し
て
い
る
聞
は
、
そ
し
て
そ
れ
相
応
の

水
準
に
於
て
、
人
生
に
外
見
上
の
意
味
を
与
え
、
一
つ
の
文
化
に
枠
組
を

用
意
し
、
大
部
分
の
人
類
を
倦
怠
と
絶
望
と
か
ら
保
護
す
る
、
と
い
う
こ

と
を
、
そ
れ
は
た
だ
証
明
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
へ
「
文
化
の
定
義
‘

の
た
め
の
覚
え
書
」
)

o

例

一
つ
の
「
文
化
」
の
中
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
も
っ
と
大
き
な
水
準

で
も
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、各

々
が
明
確
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
国
民
間
に
一
つ
の
共
通
な
文
化
を

つ
く
り
出
す
こ
と
に
与
っ
て
い
る
支
配
的
な
力
は
宗
教
で
あ
り
ま
す
(
ヨ

哨り

l
ロ
ッ
パ
文
化
の
統
一
」
)
。

8

つ
ま
り
、
宗
教
は
「
文
化
」
に
対
し
て
、
一
種
の
「
統
一
保
証
機
能
」
と
し
て

働
く
、
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
考
え
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
神
話
が
『
ユ
リ
シ

l

ズ
』
と
い
う
小
説
の
枠
組
に
な
る
と
考
え
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
で
あ
る
。

次
の
言
葉
は
、
だ
か
ら
、
今
の
場
合
に
も
当
て
巌
ま
る
。

神
話
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
現
代
と
古
代
と
の
あ
い
だ
に

一
つ
の
持
続
的
な
平
行
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ョ
イ
ス
氏
は
他
の
作

家
た
ち
が
ま
な
ぶ
べ
き
方
法
を
追
求
し
て
い
る
。
(
中
略
)
そ
れ
は
現
代

史
と
い
う
空
虚
と
混
乱
に
み
ち
た
広
大
な
展
望
を
支
配
し
、
秩
序
づ
け
、

意
味
と
形
と
を
与
え
る
手
段
な
の
だ
(
「
『
ユ
リ
シ

l
ズ
』
、
秩
序
、
神

話
」
)
。

ω

po 
円，
b



守電

と
ζ

ろ
で
、
宗
教
が
「
文
化
」
に
対
し
て
「
統
一
保
証
機
能
」
と
し
て
働

く
と
考
え
る
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
こ
の
考
え
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
中
世
文
化

の
統
一
と
そ
れ
が
カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
事
実
が
実
際
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
い
く
ら
現
代
の
歴
史

家
或
は
思
想
史
家
が
何
と
言
お
う
と
、
我
々
に
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
だ
が
、
今
の
場
合
、
そ
れ
は
エ
リ
オ
ッ
ト
が
自
分
自
.
身
に
対
し
て
つ
く

り
上
げ
た
一
つ
の
「
神
話
」
な
の
だ
、
と
言
っ
て
お
け
ば
足
り
る
だ
ろ
う
。

エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

西
洋
世
界
に
就
い
て
考
え
る
と
き
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
主
要
な
文
化

的
伝
統
は
ロ

l
マ
教
会
に
対
応
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
認
め
な
い
わ
け
に
は

行
き
ま
せ
ん
(
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の
覚
え
書
」
)

o

倒

カ
ソ
リ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
「
統
一
」
さ
れ
て
い
た
中
世
文
化
が
、

ト
に
は
、
ま
だ
現
代
に
も
脈
々
と
、
し
か
し
嘗
て
の
力
は
な
く
、
流
れ
て
い

る
よ
う
に
恩
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
、
彼
は
「
正
統
」
と
呼
ん
だ
。

彼
の
改
宗
の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
存

在
し
て
い
た
。
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、
何
げ
な
く
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

エ
リ
オ
ッ

私
の
点
検
の
出
発
点
を
な
す
宗
教
と
文
化
と
の
親
近
性
を
考
え
れ
ば
、

文
化
的
な
も
の
に
惹
か
れ
て
宗
教
的
信
仰
に
至
る
と
い
う
現
象
は
、
自
然

で
あ
り

E
つ
承
認
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
(
「
文
化
の
定
義
の
た
め
の

覚
え
書
」
〉
。
側
・

我
々
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
陰
に
、

「
有
機
的
全
体
」
へ
の
希
求
を
読
み

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
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