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文
学
批
評
と
は
一
種
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
カ
バ
ー
で
き
る
名
札
で
あ
る
。
狭
い
意
味
に
お
い
て
慣
例
上
、
現
在
、
テ
ク
ス
ト
分
析
や
文

学
の
解
釈
に
使
わ
れ
て
お
り
、
広
い
意
味
に
お
い
て
文
学
批
評
の
応
用
は
も
っ
と
文
学
の
本
質
や
機
能
に
か
か
わ
る
分
野
と
な
り
、
そ
の
根

本
的
原
理
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
意
味
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
と
は
何
か
？

文
学
は
ど
の
よ
う
に
創
り
だ
さ
れ

て
き
た
の
か
？

そ
の
効
果
と
は
何
か
？

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
の
か
？

こ
の
よ
う
に
、
文
学
批
評
は
学
問

的
な
解
釈
を
含
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
価
値
判
断
、
批
評
の
規
範
、
文
学
史
と
文
学
理
論
の
問
い
か
け
を
も
含
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
概
括
的
に
、
文
学
批
評
と
は
、
文
学
に
つ
い
て
の
言
説
だ
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
そ
れ
自
体
は

わ
か
り
き
っ
た
、
固
定
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
の
で
、
文
学
の
言
説
だ
と
い
っ
て
も
必
然
的
に
多
様
で
あ
り
、
文
学
の
性
質
と
そ
の

対
象
ま
で
も
常
に
変
化
を
伴
う
。
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
そ
れ
に
つ
い
て
観
察
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
批
評
は
時
代
か
ら
時
代
へ
と
思
考
（
省

察
）
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
時
代
の
要
請
で
も

１
）

あ
る
」
と
い
う
。
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西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
、
文
学
観
は
か
つ
て
古
代
の
偉
大
な
文
筆
家
か
思
想
家
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
発
明
し

た
多
く
の
専
門
用
語
・
術
語
は
、
現
在
ま
で
も
使
っ
て
お
り
、
し
か
も
文
化
に
お
け
る
多
く
の
分
野
は
、
そ
の
起
源
と
基
礎
が
そ
れ
ら
の
術

語
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
、か
つ
そ
こ
に
多
く
の
深
遠
な
問
い
か
け
が
含
ま
れ
て
い
る
。文
学
批
評
は
繰
り
返
し
時
代
か
ら
時
代
に
わ
た
っ

て
反
復
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
古
典
の
諸
テ
ー
マ
に
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
文
学
批
評
の
歴
史
は
、
か
な
め
と
な
る
古
典
テ
ク

ス
ト
の
知
識
を
抜
き
に
し
た
ら
、
正
確
に
理
解
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
文
学
を
も
理
解
で
き
な
い
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
な
か
の
原
理
的
な
作
品
は
四
人
の
作
者
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
で
あ
る
。
西
洋
世
界
の
批
評
の
言
説
に
お
い
て
彼
ら
は
根
本
的
な
基
礎
を
築
き
、
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き

た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
思
索
の
出
現
と
脈
絡
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
学
批
評
は
決
し
て
紀
元
前
四
世
紀

か
ら
す
で
に
芽
生
え
て
実
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
理
論
家
の
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
的
射
り
の
言
葉
を
述
べ
て
い

る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
は
二
五
〇
〇
年
も
古
く
、
そ
れ
は
史
上
初
め
て
の
完
全
な
『
文
学
理
論
』
の
書
物
で
…
…
か
つ
最
も
重

要
な
キ
ャ
ノ
ン
で
も
あ
る
。
同
時
に
呈
示
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
一
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
成
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ま
る
で
す
で
に

白
髭
を
伸
ば
し
た
人
が
そ
の
母
の
子
宮
と
同
時
に
現
前
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

２
）

あ
る
」。
こ
の
直
接
的
な
比
喩
は
『
詩
学
』
そ
れ
自
体
が
た
だ

単
な
る
始
ま
り
の
起
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
伝
統
の
な
か
最
高
峰
で
も
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
。
実
際
、
西
洋
に
お
い
て
文
学

の
多
く
の
発
想
は
古
代
文
学
に
ル
ー
ツ
を
求
め
、
そ
の
背
後
の
思
索
の
伝
統
の
継
承
に
お
い
て
、
人
々
は
文
学
の
本
質
に
つ
い
て
つ
ね
に
初

め
て
の
、
か
つ
最
も
著
名
な
詩
人
ホ
メ
ロ
ス
に
立
ち
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
確
か
に
起
源
に
お
け
る
批
評
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

詩
歌
に
深
く
密
接
に
結
ば
れ
、詩
歌
に
応
答
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
古
代
文
学
批
評
の
諸
基
本
原
理
が
形
成
さ
れ
、つ
ま
り
詩
歌
の
刺
激
に
よ
っ

て
初
め
て
の
文
学
批
評
原
理
が
宣
言
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
学
と
分
析
的
な
批
評
に
つ
い
て
の
文
学
理
論
的
な
言
説
（
批
評
と
い
う
の

が
適
切
か
も
し
れ
な
い
）
は
継
続
し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
し
か
し
そ
の
発
展
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
詩
歌
と
は
「
前
期
文
学
理
論
」
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の
時
代
の
詩
人
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
批
評
と
は
起
源
か
ら
古
代
ギ
リ

シ
ア
詩
人
た
ち
そ
れ
自
体
の
文
学
・
芸
術
の
本
質
に
つ
い
て
の
省
察
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
、
ホ
メ
ロ
ス
と
前
期
ギ
リ
シ
ア
詩
人
た
ち

『
イ
リ
ア
ス
』
の
冒
頭
に
お
い
て
ホ
メ
ロ
ス
は
ム
ー
サ
（
女
神
た
ち
）
に
祈
願
（
歌
え
、
女
神
た
ち
、
怒
り
の
ペ
レ
ウ
ス
の
息
子
、
ア
キ
レ

ウ
ス
に
つ
い
て
）
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
特
殊
な
フ
ォ
ル
ム
の
言
説
を
聞
い
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ
は

詩
人
を
通
じ
て
贈
ら
れ
て
き
た
女
神
た
ち
の
神
聖
な
る
物
語
を
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
女
神
た
ち
は
詩
人
に
聖
な
る
知
識
を
与
え
、
か

つ
て
の
偉
大
な
英
雄
た
ち
の
気
高
い
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
を
再
現
さ
せ
、
英
雄
た
ち
は
順
番
に
詩
歌
に
登
場
し
て
、
詩
に
お
い
て
生
き
長
ら
え
、

詩
人
に
よ
っ
て
永
遠
に
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
風
の
詩
歌
は
詩
の
本
質
と
機
能
を
教
示
し
、
ま
た
詩
人
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
す
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』
に
伝
え
ら
れ
た
女
神
た
ち
の
霊
感
を
祈
る
言
葉
に
せ
よ
、
ホ
メ
ロ
ス
の
人
格
か
ら

発
し
た
言
葉
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
吟
遊
詩
人
た
ち
の
写
本
に
せ
よ
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
詩
の
機
能
・
役
割

の
儀
式
で
あ
り
、
高
名
か
つ
偉
大
な
過
去
に
つ
い
て
の
記
憶
と
伝
承
の
祭
典
で
あ
り
、
聴
者
に
も
た
ら
す
歓
喜
で
あ
っ
て
、
激
し
く
感
動
さ

せ
る
心
的
な
高
揚
で
あ
る
。
そ
し
て
吟
遊
詩
人
は
誠
実
な
人
格
の
持
ち
主
で
、
女
神
た
ち
と
特
殊
な
関
係
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
ら
い
ず

れ
も
詩
を
愛
し
、
ま
た
女
神
た
ち
か
ら
詩
を
教
わ
り
、
詩
を
授
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
吟
遊
詩
人
は
ま
た
職
人
で
も
あ
り
、
彼
ら
は
専
門
的

な
職
能
の
奉
仕
に
よ
っ
て
世
に
ま
た
尊
敬
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
学
観
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
の
ち
の
多
く
の
詩
人
は
そ
れ
を
追
い
求
め
、
そ
の
文
学
を
発
展
さ
せ

て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
紀
元
前
七
世
紀
、
農
民
詩
人
の
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
『
神
統
記
』
に
お
い
て
正
典
と
し
て
生
き
生
き
と
羊
飼
い
を

し
て
い
た
の
を
描
き
、
そ
し
て
ヘ
リ
コ
ン
山
で
女
神
た
ち
に
会
い
、
そ
こ
で
い
か
に
一
人
前
の
詩
人
に
仕
込
ま
れ
た
こ
と
か
を
語
る
。
神
々
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は
彼
に
月
桂
樹
を
授
け
、
神
の
声
を
吹
き
込
み
、
よ
っ
て
彼
は
過
去
と
未
来
を
歌
う
こ
と
が
で
き
、
神
々
の
永
遠
を
言
祝
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
詩
の
永
遠
の
力
は
、
と
り
わ
け
紀
元
前
五
世
紀
の
抒
情
詩
人
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
勝
利
の
オ
ー
ド
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
す
べ
て
の
偉
大
な
ギ

リ
シ
ア
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
も
神
々
と
死
す
べ
き
運
命
と
人
間
の
生
の
無
常
さ
を
弁
え
ら
れ
ず
、
そ
の
悲
し
さ
を
痛
々
し
く
堪
え
て
い

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
が
ま
た
か
り
そ
め
の
人
生
は
超
越
で
き
、
詩
歌
は
そ
の
す
べ
て
を
超
越
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
つ

ま
り
人
間
の
栄
光
あ
る
死
は
詩
歌
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
語
は
行
為
よ
り
も
長
ら
え
、
詩
は
破
壊
さ
れ
ぬ
宝
物

殿
と
な
り
、
両
親
が
死
ん
で
も
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
生
き
長
ら
え
る
よ
う
に
、
そ
の
継
承
の
力
は
彫
刻
よ
り
も
高
く
、
時
間
的
に
そ
の
源
泉

か
ら
末
永
く
伝
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
空
間
的
に
も
国
々
の
堺
を
越
え
て
広
く
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
詩
人
の
誰

よ
り
も
自
分
こ
そ
特
別
に
選
ば
れ
し
者
だ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
彼
は
ム
ー
サ
の
預
言
者
、
あ
る
い
は
予
告
者
と
さ
れ
、
特
殊
な

知
識
を
も
つ
者
と
し
て
他
者
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
詩
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
は
、
学
習
に
よ
る
知
恵
よ
り
も
、

も
は
や
優
れ
た
先
天
（
天
性
）
の
知
恵
が
尊
ば
れ
、
そ
の
命
題
が
そ
れ
ま
で
の
平
凡
な
古
代
文
学
批
評
と
は
対
照
的
に
な
り
、
ア
ー
ト
か
そ

れ
と
も
天
分
（
天
才
）
か
、
そ
れ
は
い
く
世
紀
に
わ
た
っ
て
議
論
を
か
き
立
て
て
き
た
テ
ー
マ
だ
が
、
そ
れ
が
文
学
に
お
い
て
最
も
重
要
な

二
つ
の
問
い
か
け
で
も
あ
る
。
後
の
時
代
に
お
い
て
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
動
じ
難
い
天
才
の
力
の
象
徴
と
な
り
、
彼
の
そ
の
純
朴
な
天
性
と
自

然
の
先
天
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
習
慣
的
に
様
式
化
さ
れ
た
芸
術
と
は
極
端
的
に
対
照
を
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ピ
ン
ダ
ロ
ス
と
彼
の

同
時
代
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
技
巧
か
、
そ
れ
と
も
霊
感
か
、
そ
の
両
者
は
決
し
て
対
立
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
詩
と

は
そ
の
両
者
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

前
期
ギ
リ
シ
ア
全
体
に
わ
た
っ
て
詩
歌
の
主
な
役
割
は
、
始
終
人
々
に
喜
び
を
与
え
る
こ
と
と
過
去
の
偉
人
た
ち
の
行
為
を
忘
却
か
ら
防

い
で
伝
承
し
て
記
憶
し
て
お
く
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
倫
理
的
な
知
恵
と
し
て
敬
わ
れ
、
現
実
に
役
立
つ
よ
う
な
生
活
の
案
内
・
教

訓
と
し
て
も
尊
ば
れ
て
い
た
。
前
期
ギ
リ
シ
ア
の
貴
重
な
詩
歌
は
口
承
を
媒
介
に
し
、
代
々
に
わ
た
っ
て
そ
の
社
会
的
な
価
値
が
省
察
・
認

知
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
さ
ら
に
そ
の
貴
さ
が
増
し
て
い
く
。
詩
の
道
徳
的
、
教
訓
的
な
役
割
が
強
調
さ
れ
、
詩
人

― ―211
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は
教
師
と
し
て
尊
敬
さ
れ
、
そ
の
詩
的
な
態
度
は
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
喜
劇
『
蛙
』
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
言
葉
で
次
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
子
供
た
ち
に
は
教
育
が
か
り
と
し
て
先
生
が
お
り
、
大
き
く
な
っ
た
ら
、
彼
ら
を
教
え
る
に
は
詩
人
が
い
る
も
の

だ
」。
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
の
背
景
に
お
い
て
詩
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
か
ら
わ
れ

わ
れ
が
は
じ
め
て
古
代
文
学
批
評
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
批
評
は
、「
文
学
」

あ
る
い
は
美
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
重
視
し
て
考
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
の
哲
学
的
な
問
い
か
け
に
繫
が
っ
て
お
り
、

道
徳
の
規
範
や
文
学
の
倫
理
的
な
価
値
観
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
文
学
批
評
は
主
と
し
て
詩
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
文
学
を
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
式
と
し
て
認
知
し
て
お
り
、
文
学
と
道
徳
は
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

古
代
詩
人
た
ち
や
批
評
家
た
ち
に
と
っ
て
、
始
終
重
要
な
関
心
事
は
、
真
の
詩
の
価
値
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ホ
メ
ロ
ス
を

起
源
に
し
て
、
詩
人
た
ち
は
自
分
が
特
殊
な
知
識
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ム
ー
サ
、
女
神
メ
モ
リ
ー
の
娘
た
ち
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
宣
言

し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、『
イ
ー
リ
ア
ス
』（2.484-92

）
に
お
い
て
ト
ロ
イ
侵
攻
の
た
め
の
船
隊
を
編
成
す
る
ま
え
に
、
詩
人
は
ま
ず
女

神
た
ち
に
願
い
求
め
て
、
誰
を
リ
ー
ダ
ー
に
す
る
か
、
ま
た
誰
を
ギ
リ
シ
ア
の
王
子
に
す
る
か
を
伺
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
女

神
た
ち
は
戦
争
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
目
撃
者
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
人
々
は
そ
の
女
神
た
ち
の
伝
聞
以
外
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』に
お
い
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
吟
遊
詩
人
の
デ
モ
ド
コ
ス
を
称
賛
し
て
い
る
が
、
デ
モ
ド
コ
ス
は
そ
の
詩
で
ト
ロ

イ
に
お
け
る
ア
カ
イ
ア
人
の
運
命
に
つ
い
て
正
確
に
歌
い
、
彼
自
身
は
そ
の
場
に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ム
ー
サ
と
ア
ポ
ロ
は
必
ず
や
彼

に
教
え
た
と
い
う
（8.487-91

）。
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
か
つ
て
オ
リ
ン
ピ
ア
山
に
い
た
ム
ー
サ
に
つ
い
て
描
写
し
、
そ
の
現
在
と
未
来
（『
神
統

記
』36-9

）
に
つ
い
て
呈
示
し
た
が
、
そ
こ
で
は
選
ば
れ
た
吟
遊
詩
人
の
み
女
神
か
ら
聖
な
る
詩
を
授
け
ら
れ
、
真
実
の
言
葉
を
伝
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
し
ば
し
ば
自
分
が
特
殊
な
知
識
を
ム
ー
サ
か
ら
授
か
っ
た
と
打
ち
明
け
、
先
述
の
よ
う
に
彼
は
自
分
の
詩
の

真
実
性
を
主
張
し
、
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
ゼ
ウ
ス
の
娘
か
ら
授
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
他
方
、
こ
の
真
実
だ
と
い
う
考
え
方
の
主
張
は
、
同
時
に
詩
人
た
ち
が
嘘
つ
く
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
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う
の
は
、
詩
人
た
ち
が
自
分
の
詩
の
真
実
性
を
主
張
す
る
の
は
大
い
に
結
構
だ
が
、
そ
の
実
在
の
多
様
な
伝
説
を
語
っ
て
き
た
こ
と
は
明
ら

か
に
そ
の
真
実
と
は
詩
人
か
ら
詩
人
へ
と
多
様
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
前
期
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
熾
烈
な
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
競
争
の
背
景
に
お
い
て
、
詩
人
た
ち
を
励
ま
す
良
い
面
が
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
語
り
の
競
演
の
な
か
、
あ
る
詩
人
の
語
っ
た
真
実

が
他
の
詩
人
に
よ
っ
て
嘘
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
か
つ
て
『
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
の
た
め
の
ホ
メ
ロ
ス

風
賛
歌
』
の
詩
人
は
そ
の
序
文
に
お
い
て
自
分
が
考
え
た
神
の
誕
生
と
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
リ
ス
ト
を
呈
示

し
て
、
他
の
詩
人
は
み
ん
な
嘘
つ
き
で
、
彼
だ
け
が
真
実
を
語
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
ホ
メ
ロ
ス
の
魅
惑
的
な
虚
飾
を
批

判
し
、
伝
統
的
な
神
話
の
欠
陥
を
見
つ
け
出
し
て
、
そ
れ
は
「
巧
妙
に
虚
飾
さ
れ
た
複
雑
な
嘘
」（『
ネ
メ
ア
』7.20-24；

『
オ
リ
ン
ピ
ア
』

1.28-9

）
と
い
う
。
抒
情
詩
人
ス
テ
シ
コ
ロ
ス
は
有
名
な
『
パ
リ
ノ
ー
ド
』
に
お
い
て
、
信
仰
心
が
な
く
、
夫
を
捨
て
て
、
ト
ロ
イ
戦
争
を

引
き
起
こ
し
た
悪
妻
の
ヘ
レ
ン
の
伝
統
的
な
人
間
像
を
拒
否
し
て
、「
そ
れ
は
本
当
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
。
君
は
そ
の
船
に
乗
っ
た
わ
け

で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
高
い
ト
ロ
イ
の
タ
ワ
ー
に
登
っ
た
わ
け
で
も
な
い
」（『
断
片
』192

）
と
。
ス
テ
シ
コ
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
は

間
違
っ
て
い
た
。
本
当
に
ト
ロ
イ
に
行
っ
た
の
は
た
だ
彼
女
の
幽
霊
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
観
衆
は
ど
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
真
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
一
の
保
障
は
詩
人
が
女
神
た
ち
の
霊
感
を
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
で
き
た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
一
旦
詩
人
が
嘘
つ
き
で
あ
り
得
る
こ
と
に
直
面
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
詩
人
の

詩
こ
そ
真
実
だ
と
い
う
こ
と
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

女
神
た
ち
は
詩
人
た
ち
の
創
作
の
ア
リ
バ
イ
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

あ
る
意
味
に
お
い
て
流
動
的
な
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
た
め
、
詩
人
た
ち
が
基
礎
的
な
レ
ベ
ル

に
お
い
て
嘘
つ
き
だ
と
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
嘘
の
し
く
み
・
原
理
は
詩
人
そ
れ
自
身
よ
り
も
複
雑
で
あ
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス

が
ヘ
リ
コ
ン
山
で
女
神
た
ち
に
あ
っ
た
と
き
、
女
神
た
ち
は
彼
を
詩
人
と
し
て
選
ん
で
か
ら
こ
の
よ
う
に
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に

虚
飾
（pseudea

）
を
真
実
の
よ
う
に
語
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
必
要
な
と
き
ど
の
よ
う
に
真
実
を
伝
え
る
か
を
も
知
っ
て

― ―209

（

）
六

北海学園大学人文論集 第55号(2013年８月)



い
る
」
と
。

こ
の
有
名
な
謎
め
い
た
箇
所
は
か
つ
て
多
く
の
議
論
を
掻
き
立
て
て
き
た
が
、
あ
る
解
釈
に
よ
る
と
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
こ
こ
で
ま
っ
た
く

違
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
詩
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ば
ホ
メ
ロ
ス
風
の
英
雄
叙
事
詩
と
、
彼
自
分
の
教
訓
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
。
女
神
た
ち
は
彼
に
い
か
に
虚
飾
し
て
英
雄
叙
事
詩
を
語
る
か
を
教
え
、
そ
の
一
方
、
彼
自
身
に
真
実
を
教
え
込
ん
だ
と
い
う
。
た
し
か

に
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
女
神
た
ち
の
言
葉
は
彼
の
詩
の
真
実
性
を
保
証
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
は
明
ら
か
に
ホ
メ
ロ
ス
を
参
照
し
た
こ
と
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
彼
が
か
な
り
意
識
的
に
ラ
イ
バ
ル
の
詩

か
ら
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
彼
は
も
し
か
し
た
ら
、
も
っ
と
一
般
的
な
陳
述
を
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
い
わ

ゆ
る
あ
る
種
の
言
辞
は
女
神
た
ち
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
女
神
た
ち
は
何

を
意
味
し
て
い
た
の
か
？

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
女
神
た
ち
が
直
接
的
に
、
真
実
と
嘘
と
い
う
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
言
葉
を
詩
人
た
ち
に

与
え
た
の
で
は
な
く
、
真
実
と
「
虚
飾
を
真
実
の
よ
う
に
」
語
る
こ
と
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
つ
ま
り
、
真
実
と

真
実
の
幻
想
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
女
神
た
ち
の
言
葉
は
詩
の
幻
想
的
な
性
質
を
示
唆
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
詩
の
確
実
な
側
面

と
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
地
位
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
女
神
た
ち
の
霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
た
詩
人
た
ち
に
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
信
じ
さ
せ
る
パ
ワ
ー
が
あ
る
、
そ
れ
が
真
実
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
、
ま
ず
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
可
能
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
真
実
を
語
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
物
事
を
装
飾
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
観
衆
は
両
方
と
も
信
じ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
女
神
た
ち
は
わ
れ
わ
れ
に
真
実
と
嘘
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
対
照
的
に
、
わ
れ
わ
れ
に
真
実
と
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
説
の
解
釈
に
お
い
て
、
難
解
な
と
こ
ろ
（
そ
の
他
の
と
こ
ろ
も
同
じ
だ
が
）
と
し
て
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
偽
者
・
い
か
さ
ま
師
（pseudo

）
と
い
う
言
葉
は
、
私
が
そ
れ
を
「
嘘
つ
き
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
意
味
論
に
お
い
て

そ
れ
は
嘘
つ
き
、
虚
言
、
事
実
紛
い
、
欺
き
、
文
学
的
創
造
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う
に
幅
広
く
て
多
様
な
意
味
を
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
こ
れ
は
古
代
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
原
理
に
つ
い
て
時
代
錯
誤
的
な
議
論
の
種
で
あ
り
、
確
か
に
、
真
実
と
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
受
け
止
め
方
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ど
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
ど
の
程
度
現
代
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
通
じ
る
か
は
、
そ
れ
が
非
常
に
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
数
多
く
の
詩
人
が
示
唆
し
て
き
た
よ
う
に
、
か
な
り
早
い
時
期
か

ら
彼
ら
は
嘘
か
真
実
か
と
い
う
問
題
に
夢
中
し
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
核
心
的
な
関
心
事
で
も
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
詩

的
真
実
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
学
に
お
い
て
認
知
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

ま
た
、
前
期
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
は
、
詩
人
た
ち
が
す
で
に
自
分
の
職
人
的
、
装
飾
的
巧
み
な
話
術
の
能
力
に
つ
い
て
心
得
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
彼
ら
の
諸
作
品
に
も
表
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
女
神
た
ち
に
よ
っ
て
入
魂
さ
れ
た
と
表
明
す
る
一
方
、
し
か
し
な
が
ら
自

分
た
ち
が
無
意
識
的
に
神
に
仕
え
ら
れ
、
道
具
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』（17.328-5

）
に

お
い
て
、
吟
遊
詩
人
が
デ
ミ
オ
ル
ゴ
ス
と
呼
ば
れ
て
、
一
種
の
技
術
的
な
能
力
に
よ
っ
て
賞
賛
さ
れ
る
職
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

の
詩
人
の
専
門
性
は
繰
り
返
し
前
期
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
詩
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
き
た
。
詩
の
芸
術
は
伝
統
的
に
言
葉
の
紡

ぎ
と
意
匠
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
巧
み
な
メ
タ
フ
ァ
ー
の
生
産
的
な
運
用
に
よ
っ
て
詩
人
が
営
ん
で
い
る
が
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
か
ら
以
降
に
お

け
る
詩
の
創
作
に
お
い
て
、
そ
れ
は
重
要
な
一
部
分
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
紀
元
前
五
世
紀
末
ま
で
、
一
般
的
に
詩
人
は
「
製
作
者
」

（poietes

）
と
呼
ば
れ
、
彼
ら
の
作
品
は
「
作
り
上
げ
た
も
の
」（poiem

a

）
と
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
と
は
作
り
上
げ
た
も
の
、
創
作
さ
れ
た
も
の
、
芸
術
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
、
文
学
的
な
作
文
だ
と
い
う
考
え
方
と
共
に
、

詩
人
は
自
分
自
身
が
創
造
的
な
パ
ワ
ー
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
、
そ
の
物
語
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
は
、
最
古
の
ギ
リ

シ
ア
語
の
テ
ク
ス
ト
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
吟
遊
詩
人
と
そ
の
歌
は
叙
事
詩
に
お
い
て
傑
出
し
た
役
割
を
担
い
、
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
は
ず
ば
抜
け
た
語
り
手
と
し
て
演
出
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
違
う
タ
イ
プ
の
語
り
を
幅
広
く
呈
示
し
て
、
彼
の
聴
者
を
楽
し

ま
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
物
語
は
、
一
見
、
現
実
に
起
こ
っ
た
よ
う
な
も
の
か
ら
見
事
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
放
浪
物
語
の
連
鎖
（
酔
生
夢

死
の
徒
、
キ
ク
ロ
ー
プ
ス
、
セ
イ
レ
ー
ン
、
ス
キ
ュ
ラ
、
カ
リ
ブ
デ
ィ
ス
な
ど
）
ま
で
広
が
る
よ
う
に
み
え
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
っ
と
も
ら

し
さ
は
詩
の
次
の
半
分
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
吟
遊
詩
人
の
性
格
と
そ
の
自
意
識
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
語
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り
の
複
数
の
と
こ
ろ
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』の
理
想
的
な
聴
者
の
よ
う
に
、
ま
た
フ
ィ
エ
イ
シ
ャ
ン
の
人
々
は

静
か
に
座
っ
て
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
話
に
聞
き
惚
れ
、
す
べ
て
の
話
は
「
技
法
に
み
ち
て
ま
る
で
吟
遊
詩
人
み

た
い
」（11.368

）
と
彼
ら
の
王
ア
リ
シ
ヌ
ス
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
賞
賛
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
語
り
の
魅
力
と
魔
法
が
か
っ
た
能
力
は
、

聴
者
の
豚
飼
い
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
は
ペ
ネ
ロ
ペ
に
伝
え
、
変
装
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
ど
の
よ
う
に

彼
を
虜
に
し
、
三
日
三
夜
に
わ
た
っ
て
彼
の
苦
悩
を
語
っ
た
か
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
そ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
神
々
か

ら
授
か
っ
た
絶
妙
な
歌
を
う
た
い
聞
か
す
吟
遊
詩
人
の
姿
を
眺
め
て
い
る
と
、
誰
し
も
が
彼
の
う
た
う
た
び
に
、
い
つ
ま
で
も
聴
い
て
い
た

い
と
思
う
よ
う
な
も
の
で
し
て
、
彼
が
わ
た
し
の
家
に
い
る
間
、
わ
た
し
は
す
っ
か
り
彼
の
話
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

（17.518-21

）。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
ペ
ネ
ロ
ペ
に
語
っ
た
そ
の
作
り
話
の
迫
真
性
は
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
女
神
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
『
神
統
記
』

に
似
て
お
り
、
そ
れ
を
「
こ
の
よ
う
に
作
り
話
を
ま
こ
と
し
や
か
に
語
る
」（19.203

）
の
で
あ
っ
た
。
詩
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
弓
で
妻
に
強
要
す
る
求
婚
者
を
殺
し
て
、
最
後
に
自
分
の
正
体
を
明
か
す
と
き
、
ま
た
も
や
吟
遊
詩
人
に
変
身
し
た
よ
う

に
歌
う
の
で
あ
る
。「
す
っ
か
り
調
べ
終
わ
る
と
、
さ
な
が
ら
竪
琴
と
歌
に
堪
能
な
男
が
、
よ
く
綯
い
合
わ
せ
た
羊
の
腸
線
を
両
方
に
引
き
伸

ば
し
、
新
し
い
糸
巻
に
苦
も
な
く
弦
を
張
る
如
く
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
事
も
な
げ
に
大
弓
を
張
り
、
右
手
で
弾
い
て
弦
を
試
み
る
と
、
弦

は
そ
の
指
の
下
で
燕
の
声
に
も
似
た
響
き
を
立
て
て
、
美
し
く
鳴
る
」（21.406-11

）。
こ
の
繰
り
返
さ
れ
た
英
雄
と
吟
遊
詩
人
の
類
比
に
お

い
て
、
と
り
わ
け
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
吟
遊
詩
人
ら
し
さ
と
そ
の
歌
の
能
力
が
強
調
さ
れ
、
あ
た
か
も
彼
自
身
は
十
分
に『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』

と
い
う
詩
の
作
成
者
や
形
づ
く
っ
た
語
り
を
心
得
て
演
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
オ

デ
ュ
ッ
セ
ア
』
は
強
く
自
分
自
身
を
意
識
し
た
詩
で
あ
り
、
数
多
く
の
祝
典
の
な
か
、
人
を
喜
ば
せ
る
詩
と
歌
と
し
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス

自
身
に
言
わ
せ
れ
ば
、
人
生
に
お
い
て
食
卓
に
肉
が
山
と
盛
ら
れ
、
溢
れ
る
ほ
ど
ワ
イ
ン
が
注
が
れ
、
吟
遊
詩
人
の
詩
に
耳
を
傾
け
る
よ
り

喜
ば
し
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
そ
の
喜
ば
し
い
こ
と
と
は
通
常
、
観
衆
を
う
っ
と
り
さ
せ
る
フ
ォ
ル
ム
を
さ
す
が
、
し
ば
し
ば
そ
こ
に
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
含
み
が
あ
り
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
観
衆
を
魅
了
さ
せ
る
に
は
、
カ
リ
プ
ソ
と
キ
リ
ケ
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
虜
に
さ
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せ
て
い
る
（1.56-7；

10.291,318,326

）
の
で
あ
る
。
ペ
ネ
ロ
ペ
が
求
婚
者
た
ち
を
魅
惑
さ
せ
た
の
は
そ
の
美
し
さ
で
（18.212,282

）、

本
の
紐
解
く
最
初
の
詩
に
お
い
て
も
彼
女
は
吟
遊
詩
人
の
歌
は
「
魔
法
」
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
、
そ
こ
に
読
者
を
惹
き

つ
け
、
魅
了
さ
せ
る
パ
ワ
ー
が
あ
る
の
で
あ
る
と
。
ま
た
歌
と
性
的
な
魅
力
は
共
に
セ
イ
レ
ー
ン
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
最
も
生
き
生

き
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
全
知
的
な
美
し
い
海
の
精
霊
た
ち
の
声
と
歌
が
船
員
た
ち
を
誘
惑
し
て
難
破
さ
せ
て
死
に
至
ら
せ
る
。
そ
の
語
ら
れ

た
魅
惑
的
な
女
た
ち
、
い
わ
ば
キ
リ
ケ
と
カ
リ
プ
ソ
は
、
セ
イ
レ
ー
ン
と
し
て
歌
を
呈
示
す
る
が
、
そ
の
歌
の
魅
力
と
喜
び
は
人
々
を
し
て

自
分
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
わ
れ
を
忘
れ
る
と
は
ま
さ
し
く
ま
た
死
を
も
た
ら
す
こ
と
で
も
あ
る
。
詩
が
人
を
虜
に
す

る
が
、
そ
の
パ
ワ
ー
の
本
質
は
多
義
的
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
と
は
真
実
を
教
え
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
は
実
際
の
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
説

得
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
喜
び
を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
価
値
判
断
を
狂
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

詩
は
ま
た
観
衆
の
強
烈
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ペ
ネ
ロ
ペ
と
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
吟
遊
詩
人
の
歌
を
聴
き
泣
か

れ
た
こ
と
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ペ
ネ
ロ
ペ
は
フ
ェ
ミ
ウ
ス
が
語
っ
た
ア
カ
イ
ア
人
の
帰
郷
の
歌
を
聴
い
て
耐
え
ら
れ
な
く
、
と
い
う

の
は
そ
れ
が
彼
女
の
こ
の
上
な
く
夫
へ
の
愛
を
思
い
起
こ
す
か
ら
だ
（1.336-44

）。
デ
モ
ド
コ
ス
が
歌
っ
た
ト
ロ
イ
陥
落
の
歌
を
聴
い
て
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
二
回
も
涙
を
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
回
目
は
彼
が
悲
し
さ
の
あ
ま
り
に
自
分
の
顔
を
マ
ン
ト
に
隠
し
た

（8.83-95

）
が
、
二
回
目
は
彼
が
泣
き
崩
れ
、
城
塞
を
守
る
た
め
に
死
ん
だ
夫
を
悲
し
む
妻
と
同
じ
よ
う
に
悲
嘆
に
暮
れ
、
そ
の
姿
と
美
し

い
直
喩
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
だ
け
に
で
は
な
く
、
ペ
ネ
ロ
ペ
に
も
適
し
た
描
写
（
そ
れ
は
夫
婦
の
い
ず
れ
に
も
通
底
す
る
よ
う
な
情
景
）
で

あ
り
、
そ
こ
は
ま
た
詩
が
い
か
に
英
雄
を
女
の
よ
う
に
泣
き
崩
れ
さ
せ
る
か
、
そ
の
描
写
力
を
見
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
恐
ら
く
わ
れ
わ
れ

は
こ
こ
で
予
想
さ
れ
た
悲
劇
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
楽
し
み
と
、
苦
悩
の
情
景
描
写
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
喜
び
を
享
受
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
確
実
に
鑑
賞
さ
れ
る
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
記
憶
さ
れ
た
苦
悩
に
よ
る
楽
し
み
で
あ
る
。
つ
ま
り

エ
ウ
マ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
互
い
に
残
酷
な
苦
痛
を
思
い
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
楽
し
み
、

「
後
に
な
れ
ば
、
そ
の
苦
し
み
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
」（15.399-400

）。
最
後
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
ペ
ネ
ロ
ペ
は
再
会
を
果
た
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し
て「
二
人
は
、
こ
こ
ろ
ゆ
く
ば
か
り
快
い
愛
の
交
り
を
楽
し
む
と
、
今
度
は
互
い
に
身
の
上
を
物
語
り
つ
つ
、
語
ら
い
を
楽
し
ん
だ
」。
彼

女
は
自
分
が
屋
敷
の
な
か
で
い
か
に
邪
悪
な
求
婚
者
た
ち
に
耐
え
忍
ん
で
き
た
か
を
語
り
、彼
は
ど
の
よ
う
に
苦
痛
を
耐
え
て
き
た
を
語
る
。

「
彼
女
は
夫
の
物
語
を
心
嬉
し
く
聴
き
、
夫
が
語
り
終
え
る
ま
で
、
眠
り
は
彼
女
の
瞼
に
落
ち
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」（23.300-309

）。
こ

の
よ
う
な
強
調
さ
れ
て
心
的
な
効
果
を
果
た
し
た
詩
は
、
最
初
に
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
学
の
中

心
的
な
課
題
と
し
て
伝
承
さ
れ
、
文
字
通
り
、
そ
の
主
要
な
役
が
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、

ま
た
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
崇
高
の
理
論
の
基
礎
を
形
作
っ
た
の
で
あ
る
。

今
ま
で
私
が
考
察
し
て
き
た
文
献
に
よ
る
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
学
観
の
形
成
は
文
学
批
評
あ
る
い
は
文
学
理
論
の
出
現
よ
り
遥
か
昔

か
ら
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
に
お
け
る
思
弁
的
思
考
、
自
己
批
判
的
な
精
神
は
、
す
で
に
初
め
か
ら
そ

れ
自
体
に
含
意
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
批
評
家
た
ち
と
は
、
ま
さ
し
く
詩
人
た
ち
そ
れ
自
身
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
自
己
批

判
的
な
感
動
と
高
揚
を
促
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
詩
と
歌
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
競
合
的
本
能
は
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
に
す
で
に
浸
透
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
健
康
的
な
競
合
が
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
称
賛

し
、
陶
芸
家
は
陶
芸
家
に
、
大
工
は
大
工
に
、
物
乞
い
は
物
乞
い
に
、
詩
人
は
詩
人
に
競
合
（『
仕
事
と
日
』25-6

）
し
て
、
カ
ル
キ
ス
の
名

誉
あ
る
ア
ン
ピ
ダ
マ
ス
の
葬
送
競
技
に
お
け
る
詩
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
大
賞
三
脚
釜
を
勝
ち
誇
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
そ
の
後
女

神
た
ち
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
葬
送
競
技
や
葬
送
祭
は
詩
の
競
争
に
と
っ
て
重
要
な
ス
テ
ー
ジ
と
機
会
で
あ
り
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
言
っ
た
よ

う
に
、
観
衆
だ
け
で
は
な
く
、
詩
人
た
ち
も
競
演
の
審
査
と
評
価
に
参
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
的
競
演
の
競
い

会
う
性
質
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
性
格
と
し
て
継
承
さ
れ
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
演
劇
の
出
現
と
と
も
に
、
市
民
に
と
っ

て
詩
と
詩
の
審
査
、
評
価
・
審
判
は
主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
悲
劇
と
喜
劇
の
上
演
は
、
人
気
が
高
く
、
栄
光
あ
る
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

祭
に
広
大
な
観
衆
の
前
で
行
わ
れ
、
役
者
た
ち
は
一
等
賞
を
競
い
あ
っ
て
い
た
。
演
劇
は
市
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
数
多
の
審
査
員
に
よ
っ

て
行
わ
れ
、
観
衆
の
誰
も
が
潜
在
的
な
批
評
家
と
し
て
敬
意
を
払
わ
れ
て
い
た
。
詩
そ
れ
自
体
は
古
喜
劇
に
お
い
て
卓
越
な
諷
刺
と
弁
論
の
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対
象
と
な
り
、
と
り
わ
け
著
名
な
喜
劇
詩
人
の
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
の
す
べ
て
の
喜
劇
作
品
は
主
と
し
て
文
学
的
な
模

倣
作
、
戯
画
と
パ
ロ
デ
ィ
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
な
か
二
つ
の
作
品
は
悲
劇
に
注
目
し
て
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

『
女
だ
け
の
祭
り
』は
紀
元
前
四
一
一
年
に
上
演
さ
れ
た
が
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
常
套
な
女
嫌
い

の
役
と
し
て
描
き
出
し
、
繰
り
返
し
そ
の
悲
劇
に
お
い
て
女
の
性
を
中
傷
し
て
い
る
。
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
女
た
ち
が
復
讐
を
仕
掛
け
た
の
を

思
い
つ
き
、
女
々
し
い
青
年
の
悲
劇
詩
人
の
ア
ガ
ト
ー
ン
（
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
）
を
女
装
し
て
女
た
ち
の
な
か
で

ス
パ
イ
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
説
得
す
る
。
そ
の
序
幕
に
お
い
て
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
そ
の
同
族
人
ム
ネ
シ
ロ
コ
ス
が
ア
ガ
ト
ー
ン
を
訪
ね
た

が
、
最
後
の
惨
劇
の
役
に
お
い
て
、
彼
が
女
装
し
て
出
演
に
苦
痛
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ム
ネ
シ
ロ
コ
ス
は
ア
ガ
ト
ー
ン
の
風
変
り

な
出
演
に
コ
メ
ン
ト
し
た
と
き
、
彼
は
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。

こ
れ
、
こ
れ
、
老
人
、
ご
老
人
よ
、
そ
の
妬
み
か
ら
出
た
雑
音
は
今
し
が
た
耳
に
し
た
が
、
何
の
痛
み
も
感
じ
な
か
っ
た
よ
。
わ
た

し
は
こ
の
服
を
自
分
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
着
て
い
る
の
だ
も
の
。
つ
ま
り
詩
人
た
る
者
は
、
い
ま
創
作
に
か
か
る
と

決
ま
っ
た
そ
の
詩
に
、
自
分
の
全
身
全
霊
を
そ
い
つ
に
溶
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
た
と
え
ば
、
女
役
の
詩
を
つ
く

る
と
な
っ
た
ら
、
そ
の
女
に
ふ
さ
わ
し
く
、
彼
女
の
体
験
、
身
体
、
魂
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ（
…
…
）、
も
し
男
役
の

詩
な
ら
ば
、
自
分
の
体
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
性
が
具
わ
っ
て
い
る
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
天
性
に
欠
け
る
性
格
な
ら
、
芸
を
以
て
そ
れ

を
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
さ
（
…
…
）
と
も
か
く
、
野
蛮
で
毛
だ
ら
け
な
姿
を
す
る
の
は
、
詩
人
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ご
ら
ん
な
さ
い
、
あ
の
有
名
な
イ
ビ
ュ
コ
ス
だ
っ
て
、
あ
の
テ
オ
ス
の
詩
人
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
で
も
、
ア
ル
カ
イ
オ
ス
で
も
み
ん
な
甘
い
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し
ら
べ
の
こ
し
ら
え
手
だ
が
、
鉢
巻
き
を
し
て
、
ち
ょ
っ
と
こ
ん
な
具
合
に
（
身
振
り
を
し
て
）
立
ち
ま
わ
っ
た
ん
で
す
。
プ
リ
ュ
ニ

コ
ス
も
さ
、
あ
な
た
も
こ
れ
は
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
自
分
が
も
と
も
と
ハ
ン
サ
ム
の
う
え
に
、
衣
裳
も
見
事
な
も
ん
だ
っ
た
。
そ
の

お
か
げ
で
あ
の
人
の
作
っ
た
芝
居
も
見
事
な
も
の
に
な
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
創
作
と
い
う
の
は
、
何
が
な
ん
で
も
、
そ
の
性
状
に
従

わ
ざ
る
を
得
な
い
ん
だ
か
ら
。（

３
）

146-67

）

劇
全
体
に
わ
た
っ
て
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
は
幅
広
く
豊
富
な
言
語
的
、
視
覚
的
な
ユ
ー
モ
ア
を
呈
示
し
、
し
か
も
猥
褻
さ
え
混
じ
っ
て
い
る
。

そ
の
見
下
し
た
は
し
ゃ
ぎ
に
は
、
詩
人
と
そ
の
創
作
の
関
係
の
性
格
に
つ
い
て
重
要
な
発
想
が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
後
の
批
評
に
と
っ
て

重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
の
で
あ
る
。
ア
ガ
ト
ー
ン
は
そ
の
滑
稽
な
外
見
と
品
行
を
二
分
に
し
て
、
ま
ず
納
得
で
き
る
劇
を
作
り
上
げ
る
た
め
、

詩
人
は
か
な
ら
ず
自
分
が
書
き
上
げ
た
肖
像
と
の
関
係
を
確
認
し
、
で
き
る
限
り
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
成
り
済
ま
す
こ
と
。
次
に
そ
の
詩

は
詩
人
の
本
性
を
思
弁
的
に
省
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
古
来
文
学
に
お
い
て
中

核
的
な
批
評
用
語
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
出
会
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
劇
的
な
演
技
」
の
発
想
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
し
か

も
意
味
深
い
こ
と
に
、
男
が
女
役
を
演
じ
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
の
第
三
章
に
お
け
る
「
ミ

メ
ー
シ
ス
」
の
原
理
の
発
展
を
予
兆
し
、
同
時
に
そ
こ
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
も
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
プ
ラ
ト
ン
も
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ

ス
の
ア
ガ
ト
ー
ン
が
男
に
し
て
女
役
を
演
じ
る
と
い
う
こ
の
種
の
役
を
軽
や
か
に
擁
護
す
る
の
を
、
深
く
憂
慮
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

紀
元
前
四
〇
五
年
、
悲
惨
な
攻
防
戦
の
前
夜
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
、
ス
パ
ル
タ
側
と
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
を
前
に
し
て
、
ア
リ
ス
ト

パ
ネ
ス
の
『
蛙
』
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
上
演
さ
れ
る
。
彼
の
多
く
の
作
品
の
緻
密
な
、
趣
向
を
凝
ら

し
た
パ
ロ
デ
ィ
の
シ
ー
ン
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
か
ら
き
て
お
り
、
し
か
も
『
蛙
』
に
お
い
て
悲
劇
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
最
も
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。『
蛙
』の
劇
の
開
幕
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
登
場
し
、
神
の
ド
ラ
マ
か
ら
始
ま
り
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
エ
ウ
リ
ピ
デ

ス
を
ハ
デ
ス
か
ら
呼
び
戻
そ
う
と
決
意
し
た
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
辿
り
つ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
で
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
（
ず
っ
と
前
す
で
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に
亡
く
な
っ
て
い
る
）は
新
入
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
の
間
に
悲
劇
の
議
長
席
を
巡
る
華
や
か
な
コ
ン
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
。デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
は
審
判
と
し
て
求
め
ら
れ
た
。
巨
大
な
劇
は
清
廉
と
古
風
な
価
値
観
を
具
体
化
し
、
文
学
が
実
際
の
生
活
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ

が
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
の
間
に
競
い
合
う
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
シ
ニ
カ
ル
な
今
風
と
、
す
べ
て
の
邪
悪
を
代
表
す
る
。
そ
し
て
ア
イ
ス
キ
ュ

ロ
ス
を
攻
撃
し
て
、
そ
の
悲
劇
は
長
た
ら
し
く
、
理
解
し
が
た
い
言
葉
と
誇
張
し
過
ぎ
た
風
景
と
仰
々
し
い
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ス
タ
イ
ル
に
満

ち
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
悲
劇
は
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
彼
の
手
に
扱
わ
れ
て
い
た
悲
劇
｜

彼
女
と
は
、
貪
欲
で
、
重
々
し
く
て

不
健
康
で
あ
っ
た
。
し
か
し
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
彼
女
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
を
し
て
ス
リ
ム
化
さ
せ
、
感
性
に
よ
っ
て
健
康
を
取
戻
し
、
劇
中
の
悲

劇
に
登
場
し
た
人
物
の
役
と
セ
リ
フ
は
分
か
り
や
す
く
、
普
通
の
一
般
の
人
間
の
よ
う
だ
っ
た
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
自
分
を
弁
護
し
て
、

彼
の
悲
劇
の
ヒ
ー
ロ
た
ち
と
、
そ
の
彼
ら
の
英
雄
的
な
主
題
は
ア
テ
ナ
イ
人
に
栄
光
と
国
家
愛
と
勇
気
を
教
え
、
高
尚
な
テ
ー
マ
は
高
尚
な

言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
劇
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
不
愉
快
な
こ
と
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、

そ
の
話
題
は
セ
ッ
ク
ス
と
犯
罪
、
女
の
不
倫
か
、
び
っ
こ
か
、
乞
食
で
マ
ン
ト
を
羽
織
っ
て
、
そ
れ
ら
に
似
合
っ
た
言
葉
づ
か
い
だ
っ
た
。

両
詩
人
は
、
作
品
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
抒
情
詩
に
お
い
て
相
互
に
華
々
し
い
洗
練
さ
れ
た
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ
て
批
評
を
展
開
す
る
が
、
上
下
が

つ
け
ら
れ
ず
、
そ
の
挙
句
に
論
争
の
決
着
は
詩
の
行
数
に
よ
っ
て
計
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
詩
行
が
予
想
よ
り
エ
ウ

リ
ピ
デ
ス
よ
り
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
と
っ
て
両
者
を
判
定
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
の
で
、
ル
ー
ル
を
変
え
て

詩
人
が
都
市
の
安
全
の
た
め
、
誰
が
最
も
危
険
な
状
態
に
お
い
て
ア
テ
ナ
イ
人
に
よ
い
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
の
か
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
競

演
の
な
か
、
両
者
の
呈
示
し
た
基
本
的
政
治
的
な
案
を
判
定
し
か
ね
て
、
結
局
、
単
純
に
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
軍
配
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
う
感
じ
た
か
ら
だ
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
恣
意
的
な
判
定
の
性
質
は
、
両
者
の
間
に
お
け
る
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
詩
の

良
さ
に
よ
っ
て
計
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
文
学
的
な
競
演
は
優
れ
た
も
の
で（
両
者
の
条
件
と
レ
ベ
ル
は
い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
読
者
に
も
馴
染
み
だ
が
）、
そ
れ
は
二
人

の
詳
細
な
パ
ロ
デ
ィ
の
悲
劇
役
者
を
呈
示
し
て
く
れ
た
だ
け
で
な
く
、
詩
の
見
方
を
も
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ

― ―201

（

）

一
四

北海学園大学人文論集 第55号(2013年８月)



の
劇
よ
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
に
お
け
る
詩
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
も
っ
と
説
得
力
の
あ
る
目
撃
者
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
ず
い

ぶ
ん
違
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
が
共
に
詩
の
普
及
の
た
め
奉
仕
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
、
見
た
目
で
ど
っ
ち
の
詩
人
が
よ
く
で
き
て
い
る
の
か
と
聞
く
と
、
少
し
間
を
お
い

て
迷
う
こ
と
な
く
「
民
衆
を
よ
り
よ
い
市
民
に
す
る
に
は
、
技
術
的
な
巧
み
さ
と
才
能
と
忠
告
を
与
え
る
こ
と
だ
」（1008-9

）
と
答
え
た
。

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
か
な
り
早
く
か
ら
自
分
の
発
想
を
広
げ
、
詩
人
の
な
か
の
多
様
な
方
法
を
列
挙
し
て
、
社
会
の
た
め
奉
仕
し
て
い
た
。

つ
ま
り
オ
ル
フ
ィ
ウ
ス
は
人
類
に
宗
教
を
導
入
し
、
ミ
ュ
ー
ズ
は
癒
し
と
預
言
を
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
農
業
を
、
ホ
メ
ロ
ス
は
芸
術
に
お
い
て

戦
争
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
テ
ー
マ
は
後
の
時
代
の
文
学
批
評
の
共
通
認
識
と
な
り
、
そ
れ
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
の
芸
術
』

（391
ff.

）に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
同
じ
議
論
が
共
通
の
例
と
し
て
展
開
さ
れ
る
）。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
劇
に
お
い
て
、
詩
人
の

役
が
教
師
と
し
て
出
演
さ
れ
、
そ
の
真
面
目
な
政
治
的
な
忠
告
を
コ
ー
ラ
ス
の
歌
声
を
通
じ
て
観
衆
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
合
唱
は
輝
か
し
い
二
つ
の
特
別
な
こ
と
を
賛
美
す
る
｜

一
つ
は
市
民
に
歓
喜
を
、
も
う
一
つ
は
忠
告
を
。（
行686-7

）

そ
の
後
、
彼
ら
は
議
論
を
続
け
、
貧
困
に
陥
っ
た
ア
テ
ナ
イ
人
が
駆
り
立
て
ら
れ
、
寡
頭
政
治
革
命
の
崩
壊
の
紀
元
前
四
一
一
年
後
、
復

活
を
図
る
た
め
全
ア
テ
ナ
イ
人
は
団
結
し
て
ア
テ
ネ
を
守
る
た
め
戦
う
べ
き
だ
っ
た
こ
と
な
ど
に
及
ぶ
。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
劇
の
中
心
的

な
主
題
は
詩
人
が
市
民
に
教
育
を
し
、
忠
告
す
る
も
の
で
、
喜
劇
は
教
訓
的
な
役
割
を
果
た
し
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
由

緒
正
し
い
悲
劇
の
作
家
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
恐
ら
く
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
明
確
に
語
ら
れ
た
教
師
と
し
て
の
詩
人
役
が
暗
示
的
に
仮
説
を
呈
示
し
た
こ
と
よ
り
も
、
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
と
も
に
詩
、
と
り
わ
け
演
劇
に
お
い
て
深
く
人
々
の
心
を
感
動
さ
せ
、
行
動
に
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
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に
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
に
お
い
て
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
道
徳
を
高
め
よ
う
と
述
べ
、
劇
に
お
い
て
模
範
的
な
モ
デ
ル
役
を
呈
示
し
、

み
ん
な
が
そ
の
劇
の
虜
に
な
っ
て
い
る
。
彼
自
身
の
想
定
し
た
英
雄
的
な
価
値
観
の
あ
る
古
風
の
男
は
、
観
衆
を
も
同
じ
く
行
動
す
る
よ
う

に
励
ま
し
て
、
い
っ
て
み
れ
ば
、『
テ
ー
バ
イ
攻
め
の
七
将
』を
読
ん
だ
読
者
に
は
、
い
ま
す
ぐ
に
で
も
出
か
け
て
敵
を
殺
そ
う
と
思
わ
な
い

人
が
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
『
ペ
ル
シ
ア
人
』
も
観
衆
の
勝
ち
誇
る
よ
う
な
情
動
を
高
揚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ウ

リ
ピ
デ
ス
は
、
逆
に
も
っ
ぱ
ら
自
己
本
位
に
努
め
、
世
の
中
で
逍
遥
し
て
、
か
つ
キ
ニ
ク
主
義
を
標
榜
し
、
彼
の
劇
の
主
題
と
な
る
不
倫
の

女
を
も
っ
て
都
市
を
侮
辱
し
、
同
じ
振
る
舞
い
で
ア
テ
ナ
イ
の
女
を
励
ま
す
の
で
あ
る
。

「
私
は
パ
イ
ド
ラ
を
創
案
し
た
の
か
？
」
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
訊
ね
た
。

「
い
い
え
」、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
答
え
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
ら
、
そ
れ
ら
を
黙
殺
す
べ
き
で
、
そ
れ
を
決
し
て
舞
台
に
呈

示
す
る
こ
と
で
は
な
い
」。

ま
さ
し
く
二
人
の
詩
人
が
文
学
と
現
実
生
活
の
両
方
に
直
接
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、観
衆
は
ス
テ
ー
ジ
を
鑑
賞
し
、

そ
の
劇
が
実
際
の
日
常
生
活
に
お
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、あ
る
い
は
観
衆
の
美
的
経
験
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
し
て
、

彼
ら
の
論
争
を
ま
っ
た
く
違
う
出
来
事
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
は
喜
劇
で
あ
り
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
面
白
く
楽
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
考
察
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
ま
で

も
深
く
頷
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
模
範
・
モ
デ
ル
の
役
は
文
学
に
お
い
て
い
か
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
か
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
問
い
か
け
ら
れ
た
の
は
、
作
品
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
た
主
題
が
ど
れ
ほ
ど
人
々
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
、
昨
今
に
も
つ
な

が
る
議
論
で
あ
る
。

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
祭
り
と
共
に
悲
劇
と
喜
劇
の
上
演
に
は
、
市
民
の
全
体
が
参
与
し
、
詩
の
演
出
は
い
う
ま
で
も
な
く
必
然
的
に
生
活
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共
同
体
の
一
部
分
と
し
て
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
や
ほ
か
の
劇
作
家
た
ち
も
同
じ
く
詩
を
喜
劇
と
し
て
扱
っ
て
い
た

（
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
劇
と
し
て
は
『
ミ
ュ
ー
ズ
』
と
『
詩
人
』
が
あ
り
、
ま
た
文
学
的
な
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
喜
劇
的
な
断
片
も
あ
る
）
が
、

し
か
し
『
蛙
』
は
批
評
の
歴
史
に
お
い
て
特
別
な
地
位
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
パ
ロ
デ
ィ
と
悲
劇
に
つ
い
て
の
批
評
、
ま
た

批
評
に
つ
い
て
の
パ
ロ
デ
ィ
そ
れ
自
体
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
と
り
わ
け
証
拠
と
し
て
残
し
て
き
た
の
は
、
詩
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
そ

の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
互
い
に
間
違
い
を
見
つ
け
出
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
後
世
に
お
い
て
詩
と
言
語
に
つ
い
て
の
詳
細
な

批
評
の
範
例
を
提
供
し
、
長
い
歴
史
に
わ
た
っ
て
つ
ね
に
最
新
の
知
的
な
循
環
を
進
化
さ
せ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ア
イ

ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
お
ー
い
、
こ
の
土
地
に
私
が
き
て
、
ま
た
も
ど
る
の
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
、
そ
れ
は
反
復
し
て
く
ど
い
詩
行
だ

と
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
を
嘲
笑
っ
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
つ
い
て
「
彼
は
最
も
不
幸
な
男
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
最
初

か
ら
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
」
な
ど
の
よ
う
に
と
、
そ
れ
に
報
復
の
形
で
言
い
返
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
本
当
の
門

外
漢
で
、
か
つ
批
評
者
の
真
似
を
し
て
、
そ
の
批
評
は
立
派
だ
と
。
し
か
し
彼
は
、
実
は
詩
の
言
葉
を
お
れ
は
理
解
し
て
い
な
い
の
だ
と
一

言
付
け
加
え
て
い
る
（1168

）。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
つ
い
て
の
多
く
の
諷
刺
は
、『
蛙
』と
そ
の
他
の
作
品
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し

て
斬
新
か
つ
知
的
で
、
理
知
的
な
精
神
に
満
ち
て
い
た
。『
雲
』に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
が
エ
ウ
リ
ピ
デ

ス
に
は
懐
疑
主
義
的
な
新
し
い
ム
ー
ド
を
吹
き
込
み
、
道
徳
性
と
伝
統
的
な
価
値
観
に
は
逆
転
的
な
態
度
を
も
た
ら
し
、
紀
元
前
五
世
紀
末

の
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
性
格
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
社
会
的
な
ム
ー
ド
は
、
と
り
わ
け
理
知
的
な
形
で
役
割
を
果
た
し
た
詩
人
教
師

た
ち
の
巡
回
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
多
様
な
課
題
が
導
入
さ
れ
、
言
語
の
習
得
、
詩
の
分
析
と
最
も
重
要
な
歴
史
的
な
批
評
、
ま
た
は

預
言
の
技
術
が
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三
、
ゴ
ル
ギ
ア
ス
と
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち

前
期
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
な
か
、
最
も
有
名
で
影
響
の
あ
る
一
人
は
レ
オ
ン
テ
ィ
ニ
の
演
説
家
の
ゴ
ル
ギ
ア
ス
で
あ
る
。
彼
は
紀
元
前

四
二
七
年
に
ア
テ
ナ
イ
を
訪
れ
、
そ
の
巧
み
な
演
説
で
ア
テ
ナ
イ
人
を
魅
了
し
た
。『
ヘ
レ
ネ
頌
』に
お
い
て
、
彼
は
修
辞
学
的
な
表
現
を
も
っ

て
ト
ロ
イ
の
ヘ
レ
ネ
を
弁
護
し
、
そ
こ
で
パ
リ
ス
と
の
駆
け
落
ち
は
呪
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
多
く
の
理
由
を
挙
げ
る
。
そ
の
な
か
一
行
は

議
論
に
値
し
、
重
要
な
段
落
と
し
て
現
在
ま
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヘ
レ
ネ
の
駆
け
落
ち
は
説
得
力
の
あ
る
「
ロ
ゴ
ス
」
に
抵

抗
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
よ
る
と
、
演
説
に
は
、
恐
怖
を
差
し
止
め
る
力
が
あ
り
、
苦
悩
を
軽
減
さ
せ
、
喜
び
を
作

り
出
し
、
不
幸
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
詩
は
リ
ズ
ム
的
に
語
り
、
誰
も
が
感
情
に
お
い
て
そ
の
著
し
い
刺
激
的
な
効
果
を
知

覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
人
々
は
そ
れ
を
聞
い
て
恐
怖
に
震
え
、
哀
れ
み
の
涙
や
絶
望
的
な
孤
独
を
感
じ
る
が
、
そ
の
詩
の
言
葉
を
通
じ
、

彼
ら
み
ず
か
ら
自
分
の
魂
の
成
功
と
不
幸
を
体
験
し
、
自
分
と
他
人
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
」（
第
九
節
）。
演
説
の
効
果
が
心

理
的
な
面
に
お
い
て
あ
た
か
も
薬
物
を
体
に
取
り
入
れ
た
よ
う
に
｜

ち
ょ
う
ど
薬
と
同
じ
よ
う
に
効
き
目
の
も
の
と
、
毒
の
あ
る
も
の
と

が
あ
り
、
演
説
も
同
様
、
苦
痛
を
与
え
る
も
の
と
、
喜
び
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
あ
る
も
の
は
恐
怖
を
や
わ
ら
げ
、
あ
る
も
の
は
自
信
を

与
え
、
あ
る
も
の
は
「
毒
で
、
心
に
魔
法
を
か
け
、
悪
魔
に
魅
了
さ
せ
る
」（
第
十
四
節
）。
そ
し
て
心
的
、
精
神
的
な
抵
抗
力
が
な
く
な
る

こ
と
さ
え
あ
る
。
し
が
た
っ
て
ヘ
レ
ネ
は
ス
ピ
ー
チ
に
説
得
さ
れ
、
抑
え
が
た
い
衝
動
に
動
か
さ
れ
て
行
動
し
た
が
、
彼
女
の
行
動
を
非
難

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
。

こ
の
件
に
お
い
て
ゴ
ル
ギ
ア
ス
は
多
く
の
考
え
を
は
っ
き
り
と
書
き
残
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
ら
は
後
の
文
学
批
評
理
論
の
発
展
に

と
っ
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
彼
の
書
き
残
し
た
詩
の
創
作
と
は
感
情
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
プ
ラ
ト
ン
の

い
わ
ば
詩
と
は
観
衆
の
心
理
を
動
か
し
、
危
険
な
効
果
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
と
同
じ
よ
う
に
彼

も
詩
を
パ
ル
マ
コ
ン
や
薬
と
し
て
扱
い
、
し
か
も
そ
の
不
幸
と
恐
怖
を
強
調
し
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
と
そ
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れ
に
ま
つ
わ
る
感
情
に
つ
い
て
の
こ
と
を
も
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詩
に
お
け
る
感
情
的
な
パ
ワ
ー
に
つ
い
て
は
、
ホ
メ
ロ
ス
か
ら

始
ま
る
が
、
し
か
し
ゴ
ル
ギ
ア
ス
以
降
形
作
ら
れ
た
伝
統
的
な
特
徴
づ
け
は
、
詩
と
は
演
説
一
般
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
詩
と
は
単
純
な
「
リ
ズ
ム
的
な
演
説
」
だ
（
後
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
）
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
真
剣
に
捉
え
て
定

義
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
ゴ
ル
ギ
ア
ス
か
ら
始
ま
っ
た
見
方
は
、後
に
詩
と
散
文
と
を
区
別
せ
ず
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
両
方
と
も
言
葉
を
使
い
、
詩
に
あ
る
力
は
、
散
文
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
詩
が
「
ロ
ゴ
ス
」
の
一
枝
分
か

れ
の
も
の
で
、
他
の
言
説
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
な
ら
、
必
然
的
に
そ
の
栄
光
あ
る
特
権
的
な
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
詩
と
は
預
言

と
の
境
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
あ
る
い
は
単
純
に
詩
は
他
の
か
た
ち
の
諸
言
説
と
同
じ
よ
う
に
見
做
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
修
辞

学
的
伝
統
の
一
部
分
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
り
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
が
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
お
い
て
、
主
要
な
古
典
文
学
理
論
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
問
い
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
詩
を
い
か
に
他
の
文
学
の
フ
ォ
ル
ム
か
ら
区
別
す
る
か
が
、

詩
学
の
歴
史
に
お
い
て
長
年
の
懸
案
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

紀
元
前
五
世
紀
、
散
文
の
急
速
な
発
展
と
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
言
説
の
勃
興
は
文
学
批
評
の
進
化
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
前
期
時
代
の
自
己
省
察
的
な
批
評
は
ま
ず
詩
人
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
詩
人
と
詩
自
体
は
完
全
一

体
で
あ
っ
た
。
し
か
し
散
文
の
出
現
に
よ
っ
て
、
批
評
は
第
二
の
活
躍
場
を
獲
得
し
、
批
評
と
考
察
対
象
が
分
離
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

哲
学
的
な
言
語
学
習
と
預
言
者
の
学
習
訓
練
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
主
要
な
教
育
科
目
だ
っ
た
が
、
五
世
紀
後
期
か
ら
文
学
に
対
し
て
新

し
い
捉
え
方
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
は
散
文
や
韻
文
も
含
ま
れ
て
い
た
。
詩
の
解
釈
に
お
い
て
『
蛙
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
け
る
パ
ロ

デ
ィ
は
哲
学
的
教
育
に
と
っ
て
普
通
の
内
容
で
、
修
辞
学
の
教
師
に
と
っ
て
も
、
詩
の
文
法
的
、
文
体
的
な
特
徴
を
指
摘
す
る
た
め
に
よ
く

用
い
ら
れ
る
常
套
の
材
料
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
種
の
学
習
の
目
的
は
、
詩
の
理
解
と
詩
の
練
習
の
そ
れ
自
体
の
た
め
で
は
な
く
、
む
し

ろ
預
言
者
の
育
成
の
た
め
、
大
勢
の
前
か
法
廷
で
ど
の
よ
う
に
効
果
的
に
演
説
す
る
か
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
詩
の
分
析
は
修
辞

学
の
必
要
に
応
じ
て
従
属
的
、
二
の
次
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
詩
の
優
越
性
を
求
め
る
大
い
な
る
挑
戦
は
哲
学
と
い
う
新
し
い
分
野
か
ら
現
わ
れ
て
き
た
。
す
で
に
紀
元
前
六
世
紀
、
イ
オ
ニ
ア

人
の
哲
学
者
・
詩
人
、
ク
セ
ノ
パ
ネ
ス
は
、
ホ
メ
ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
神
々
か
ら
「
盗
み
、
姦
通
、
詐
欺
の
よ
う
な
恥
辱
と
非
難
ば
か
り

を
人
間
に
も
た
ら
し
て
き
た
の
だ
」（
断
片B

11

）と
い
い
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
神
々
に
帰
し
た
英
雄
叙
事
詩
の
道
徳
に
つ
い
て
批
判
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
伝
統
と
、
擬
人
化
さ
れ
た
神
々
の
概
念
を
嘲
笑
い
、
ど
の
種
族
も
み
ん
な
自
分
の
素
性
を
神
々
に
帰
し
て
い
る
こ

と
（
エ
チ
オ
ピ
ア
人
は
自
分
の
神
は
上
向
き
の
鼻
の
獅
子
で
色
黒
い
が
、
ト
ラ
キ
ア
人
の
神
は
目
が
青
く
、
髪
が
赤
い
『
断
片
』B

16

）
を
指

摘
し
、
人
々
は
ま
さ
し
く
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
で
神
々
を
創
っ
て
お
り
、
能
力
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
創
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
そ
の
詩
を
非
道
徳
的
だ
と
い
っ
た
よ
う
に
批
評
し
た
こ
と
に
応
答
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
を
弁
護
し
て
寓
意
的
な
解
釈
が
立
ち

上
が
っ
た
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
初
め
て
書
い
た
の
は
レ
ジ
ム
の
テ

ア
ゲ
ネ
ス
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
彼
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
神
々
の
戦
い
が
対
照
的
な
二
つ
の
要
素
・
性
質
を
表
象
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

乾
燥
と
湿
気
、
温
暖
と
寒
冷
、
重
い
と
軽
い
、
火
と
水
な
ど
の
よ
う
に
。
ア
ポ
ロ
は
光
を
象
徴
し
て
お
り
、
ポ
セ
イ
ド
ン
は
水
を
、
ア
ル
テ

ミ
ス
は
月
を
、
ヘ
ラ
は
空
気
を
。
ま
た
対
立
的
な
性
質
を
表
象
し
て
、
ア
テ
ネ
は
知
恵
を
代
表
し
、
ア
レ
ス
は
愚
か
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
は
欲

望
、
ヘ
ル
メ
ス
は
理
性
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
文
学
、
と
り
わ
け
ホ
メ
ロ
ス
と
ヘ
シ
オ
ド
ス
に
お
け
る
寓
意
的
な
解
釈
は
、

紀
元
前
五
世
紀
末
に
発
展
さ
れ
、
そ
れ
が
長
い
歴
史
を
た
ど
っ
て
、
と
く
に
後
の
ス
ト
ア
哲
学
、
も
っ
と
後
の
ネ
オ
プ
ラ
ト
ン
ニ
ス
ト
た
ち

の
哲
学
に
よ
る
批
評
の
一
流
れ
に
著
し
い
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寓
意
的
解
釈
の
批
評
と
、
そ
の
中
心
課
題
は
、
い
か
に
文

学
を
道
徳
家
や
哲
学
者
の
非
難
か
ら
守
る
か
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
初
め
て
打
ち
出
し
た
の
は
六
世
紀
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ク
セ
ノ
パ
ネ

ス
で
あ
る
。
彼
の
批
評
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
お
け
る
詩
人
攻
撃
の
こ
と
を
予
期
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
ト
ン
が
い
う
「
古
来
、

哲
学
と
詩
は
仲
が
悪
か
っ
た
」（『
国
家
』607b

）
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
起
源
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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四
、
プ
ラ
ト
ン

つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
共
に
別
の
文
献
領
域
に
入
ろ
う
。
こ
こ
で
詩
は
初
め
て
継
続
的
に
哲
学
的
な
論
説
の
主
題
と
な
り
、
文

学
の
本
質
と
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
は
、
原
理
的
な
問
題
と
な
り
、
か
つ
永
遠
な
課
題
と
し
て
問
い
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
焦
点
を
詩
に
当
て
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
専
門
的
な
論
文
を
書
い
た
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
彼
は
生
涯
に
わ
た
っ
て

詩
に
か
か
わ
り
、
詩
に
刺
激
さ
れ
、
そ
の
対
話
に
お
い
て
詩
に
つ
い
て
明
晰
な
議
論
を
す
る
だ
け
で
な
く
（
と
り
わ
け
『
イ
オ
ン
』、『
プ
ロ

タ
ゴ
ラ
ス
』、『
国
家
』
と
『
法
律
』）、
繰
り
返
し
詩
を
参
照
し
、
そ
の
著
作
全
体
が
詩
と
比
喩
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
多
く
の

対
話
そ
れ
自
体
が
詩
と
密
接
に
関
係
し
、
多
く
の
箇
所
で
詩
的
風
景
、
神
話
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
手
法
を
使
い
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト
ン
本
人

の
資
質
ま
で
も
詩
人
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
古
代
か
ら
見
受
け
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
伝
え
（
浪
漫
詩
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
あ
り
そ
う

な
噂
）
に
よ
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
は
若
い
と
き
詩
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
あ
っ
て
か
ら
彼
は
若
い
時
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
を

捨
て
、
哲
学
に
転
向
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
、
詩
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
哲
学
者
の
誰
も
が
書
か
な
か
っ
た
し
、
そ
の

後
も
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
詩
に
深
く
染
め
ら
れ
、
か
つ
魅
了
さ
れ
た
だ
け
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
決
然
と
し
て
詩
の
呪
文
に
抵
抗
し
て
い

た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
成
し
た
が
、
い
わ
ば
最
も
詩
人
的
な
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
こ
そ
、
自
分
の
理
想
国
か

ら
詩
人
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
悪
名
高
い
詩
を
敵
視
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
よ
う
。
つ
ま
り『
国
家
』

に
お
い
て
彼
は
詩
に
対
し
て
検
閲
す
る
だ
け
で
な
く
、
詩
な
ど
を
含
め
、
最
終
的
に
ギ
リ
シ
ア
全
体
の
文
学
遺
産
を
も
追
放
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
神
々
を
謳
歌
し
、
善
人
に
な
っ
て
い
れ
ば
詩
人
は
理
想
国
に
お
い
て
許
さ
れ
る
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
、
あ

る
い
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
悲
劇
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
な
ど
、
長
い
歴
史
に
お
い
て
尊
ば
れ
て
き
た
列
聖
た
ち
す
ら
身
を
お

く
場
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
そ
れ
が
最
も
偉
大
な
作
品
で
あ
っ
て
も
。
な
ぜ
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
よ
う
に
詩
を
恐
れ
、
文
学
を
廃
除
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
？

こ
の
問
い
を
考
え
る
と
き
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
一
つ
の
要
因
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
に
お
い
て
、
詩
と
は
単

な
る
暇
の
あ
る
少
数
の
興
味
の
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
陶
酔
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文
字
通
り
、
生
活
の
共
同
体
に
と
っ
て
中
心
的
な

出
来
事
で
あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
教
育
は
詩
（
そ
れ
と
関
連
し
た
も
の
と
し
て
音
楽
、
歌
と
ダ
ン
ス
）
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
、
詩
の

媒
介
を
通
じ
て
社
会
的
な
価
値
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
詩
の
主
要
な
役
割
は
若
い
人
の
教
育
だ
け
で
な
く
、
大
人
の
市
民
の
生
活
に
お
い
て

も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
彼
ら
は
多
様
な
公
的
な
祭
り
の
参
加
（
出
演
と
観
衆
の
両
方
を
演
じ
る
）
を
通
じ
て
演
劇
、
抒
情
詩
と
叙
事
詩

を
楽
し
ん
で
い
た
。
か
く
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
詩
に
対
す
る
猛
烈
な
攻
撃
は
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
少
な
く
と
も
詩
の
文
化
的
な
栄
光

と
道
徳
的
な
権
威
を
取
り
戻
す
た
め
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
育
を
中
心
に
し
た
哲
学
で
、
詩
を
改
め
よ
う
と
す
る
哲

学
者
は
、
彼
を
の
ぞ
い
て
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
プ
ラ
ト
ン
の
詩
の
批
判
は
単
に
歴
史
的
な
興
味
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
社
会
に
お
け
る
芸
術
の
機
能
と
役
割
に
つ
い
て
初
め

て
問
い
か
け
た
思
想
家
で
あ
り
、
彼
の
書
い
た
詩
、
音
楽
と
ビ
ジ
ュ
ア
ル
芸
術
に
つ
い
て
の
著
述
は
西
欧
美
学
の
歴
史
に
お
い
て
原
理
的
な

テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
初
め
て
現
れ
た
数
多
く
の
問
い
か
け
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
日
、
い
ま
だ

に
議
論
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
詩
と
は
何
か
？

一
般
的
に
言
え
ば
芸
術
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
？

社
会
に
お
い
て
文
学
的
な
想
像
力
の
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
？

感
情
を
高
揚
さ
せ
た
り
、
感
覚
を
監
督

で
き
な
く
な
っ
た
り
す
る
と
危
険
な
の
か
？

あ
る
い
は
そ
れ
は
癒
し
な
の
か
？

文
学
は
わ
れ
わ
れ
に
豊
か
な
感
情
を
も
た
ら
す
一
種
の

無
害
な
方
法
な
の
か
？

検
閲
は
あ
る
べ
き
か
？

文
学（
現
在
で
い
え
ば
、
テ
レ
ビ
と
映
画
を
も
含
め
）は
一
種
の
逃
げ
の
方
法
な
の
か
？

人
間
の
本
質
と
わ
れ
わ
れ
を
取
り
囲
む
世
界
を
よ
り
深
く
洞
察
す
る
に
は
文
学
が
役
に
立
つ
の
か
？

文
学
は
ど
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
正

当
性
を
判
断
で
き
る
の
か
？

こ
れ
ら
の
問
い
か
け
は
、
い
く
ら
か
詩
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
学
問
的
に
傾
い
た
向
き
が
あ
る
が
、
し
か
し
、

も
し
そ
れ
ら
を
現
代
の
人
気
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
関
連
づ
け
て
、
あ
る
い
は
古
代
ア
テ
ナ
イ
に
最
も
近
い
近
代

的
に
類
似
し
た
詩
の
状
況
に
お
い
て
問
い
か
け
て
み
た
ら
、
文
学
に
対
し
て
強
烈
な
批
判
を
加
え
る
プ
ラ
ト
ン
は
す
ぐ
に
で
も
理
解
さ
れ
よ
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う
。
実
際
、
そ
の
多
く
の
議
論
を
テ
レ
ビ
に
関
連
付
け
て
批
判
す
る
場
合
、
例
え
ば
｜

暴
力
的
な
描
写
や
反
社
会
的
な
行
動
は
見
る
側
に

と
っ
て
同
じ
振
る
舞
い
を
鼓
舞
す
る
こ
と
と
同
じ
効
果
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
は
多
数
の
視
聴
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、
番
組
の

質
を
顧
み
ず
に
疑
わ
し
い
役
の
範
例
を
呈
示
し
て
い
る
こ
と
｜

そ
れ
ら
を
批
判
す
る
場
合
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が
英
雄
叙
事
詩
や
悲
劇
を

攻
撃
す
る
こ
と
と
は
全
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
詩
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
詩
が
観
衆
に
喜
び
を
与
え
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
が
、
し
か

し
彼
は
ま
た
詩
に
は
大
変
な
危
険
が
あ
る
こ
と
を
鋭
く
洞
察
し
て
い
た
。『
国
家
』に
お
い
て
、
喜
び
は
重
要
な
要
素
で
、
詩
と
詩
人（387b

）

が
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
喜
び
は
ど
ん
な
価
値
を
も
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
詩
｜

と
り
わ
け
悲
劇
｜

の
目
的
は
、
そ
の
観
衆
を
た
だ
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
道
徳
を
高
め
る
こ
と
は
な
い
。
無
知
な
大
衆
自
身
に
と
っ
て
悪
い
こ

と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
い
つ
も
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
る
が
、
詩
は
危
険
と
喜
び
を
的
確
に
調
合
し
て
与
え
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
対

し
て
適
宜
な
検
閲
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
法
律
』に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
さ
ら
に
実
践
可
能
な
建
設
的
な
社
会
を
考
え
、
娯
楽
を
も
っ

と
肯
定
的
に
捉
え
、
若
い
人
の
教
育
に
お
い
て
音
楽
や
ダ
ン
ス
、
市
民
の
文
化
生
活
、
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
詩
の
積
極
的
な
役
割
を
一

段
と
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
し
て
詩
は
一
定
の
地
位
を
確
保
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厳
密
に
言
え
ば
詩
は
依
然
と
し
て
支
配
者
の

目
的
に
従
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
都
市
全
体
は
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
詩
と
歌
の
主
な
内
容
は
、
市
民
の
魂
を
美
徳
に
導

く
こ
と
で
あ
る
（『
法
律
』664-5

）。
詩
が
公
共
的
祭
に
演
出
さ
れ
る
と
き
、
教
育
大
臣
が
詩
人
を
選
び
、
作
者
を
そ
の
芸
術
的
な
能
力
よ
り

も
、
む
し
ろ
彼
ら
の
基
本
的
な
品
行
に
基
づ
い
て
選
び
、
政
府
に
許
可
さ
れ
て
い
な
い
歌
は
誰
も
歌
わ
な
い
。「
た
と
え
そ
れ
が
讃
歌
の『
オ

ル
フ
ィ
ウ
ス
』
を
超
え
た
も
の
だ
と
し
て
も
」（『
法
律
』829c- e

）。
そ
し
て
唯
一
、
道
徳
的
、
美
徳
的
な
詩
の
創
作
が
許
さ
れ
る
。
詩
に
対

す
る
判
断
は
娯
楽
に
相
応
し
い
基
準
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
ず
い
つ
も
道
徳
性
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。詩

の
多
く
の
魅
力
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
気
付
か
れ
、
そ
の
才
能
に
よ
っ
て
文
学
的
な
感
情
と
し
て
高
揚
さ
せ
ら
れ
る
。『
イ
オ
ン
』
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（535d- e

）に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
ホ
メ
ロ
ス
を
吟
唱
す
る
ラ
プ
ソ
ー
ド
の
感
情
の
世
界
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
、
そ
こ
で
ラ
プ
ソ
ー
ド

の
目
は
涙
に
溢
れ
、
髪
の
毛
が
逆
立
ち
、
心
臓
が
鼓
動
し
、
そ
し
て
周
り
を
見
る
と
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
心
が
動
か
さ
れ
、
感
動
し
た
観

衆
が
目
の
前
に
い
た
と
い
う
。
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
詩
の
感
情
的
な
パ
ワ
ー
は
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
初
め
て
認
知
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、

そ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
ま
た
初
め
て
そ
の
パ
ワ
ー
の
価
値
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。『
国
家
』に
お
い
て
、
詩
が
攻
撃
の
対
象

と
さ
れ
た
主
な
口
実
は
、
詩
が
心
理
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
、
魂
の
堕
落
を
誘
惑
し
、
感
情
に
溺
れ
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る
の
で
、
断

固
と
し
て
理
性
を
も
っ
て
監
督
し
て
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（606d

）
と
。
わ
れ
わ
れ
が
今
に
も
演
劇
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
よ

う
に
、
英
雄
叙
事
詩
や
悲
劇
は
人
の
感
情
を
高
揚
さ
せ
、
本
能
を
躍
動
さ
せ
、
人
間
の
不
幸
の
た
め
に
泣
か
せ
た
り
、
喚
か
せ
た
り
し
て
、

理
性
的
な
反
応
、
判
断
と
思
弁
を
麻
痺
さ
せ
、
そ
れ
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
詩
に
は
本
来
的
に
鼓
動
す
る
リ

ズ
ム
と
魅
惑
な
メ
ロ
デ
ィ
と
い
う
よ
う
な
マ
ジ
ッ
ク
的
な
性
質
が
あ
り
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
を
感
情
と
一
体
化
し
て
気
質
を
変
貌
さ
せ
、
そ

の
性
質
は
健
康
な
魂
を
脅
か
す
の
で
あ
る
。
最
も
悪
い
の
は
、
詩
の
パ
ワ
ー
は
人
を
頽
廃
さ
せ
、
最
高
の
男
で
も
そ
の
感
情
に
身
を
任
せ
て

娯
楽
に
陶
酔
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る（605c- d
）。
そ
れ
ゆ
え
、
唯
一
、
身
を
守
る
た
め
詩
と
詩
人
を
追
放
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
は
ま

る
で
恋
を
し
て
い
る
人
が
そ
の
自
分
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
別
れ
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
辛
い
こ
と
で
あ
る
（607e

）
と
。

プ
ラ
ト
ン
の
詩
の
理
論
に
お
い
て
最
も
重
要
で
か
つ
影
響
が
あ
る
の
は
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」、
あ
る
い
は
「
模
倣
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」と
い
う
語
は
多
様
で
広
範
な
意
味
を
も
つ
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
演
出
、
コ
ピ
ー
、
模
倣
と
再
表
象
と
い
う
意
味
を
表
わ
す

が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
意
味
が
明
確
に
し
て
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
自
身
も
そ
れ
を
き
わ
め
て
弾
力
的
に
用

い
て
い
た
。
い
わ
ば
模
倣
的
な
言
葉
と
は
単
に
詩
の
芸
術
、
絵
画
、
音
楽
と
ダ
ン
ス
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
そ
れ
は
言
葉
と

リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
関
係
、
物
質
的
な
世
界
と
不
滅
的
永
久
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
関
係
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
の
確
実
な

内
包
は
広
い
文
脈
に
関
係
し
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
そ
れ
自
体
が
実
在
の
存
在
と
の
関
係
を
指
示
し
な
が
ら
、
実
在
の
似

像
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
つ
い
て
ま
ず
、『
国
家
』
第
三
章
（392c

）
に
お
い
て
確
認
で
き
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
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の
理
想
国
に
お
い
て
将
来
の
国
家
の
守
護
者
は
ま
ず
文
学
か
ら
何
か
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
文
学
の
内
容
か
ら
移
っ

て
、
そ
の
フ
ォ
ル
ム
や
表
象
の
仕
方
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
語
り
を
二
種
類
に
分
け
て
、
一
つ
は
「
語
る
」（diegesis

）
と
い

い
、
作
者
が
自
分
の
声
を
語
る
こ
と
だ
が
、
も
う
一
つ
は
「
模
倣
」（im

itation

）
と
い
い
、
そ
の
登
場
人
物
の
こ
と
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。

叙
事
詩
と
悲
劇
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
す
る
よ
う
な
セ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
朗
唱
者
（
そ
れ
が
役
者
で
あ
ろ
う

と
、
ラ
プ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
生
徒
で
あ
ろ
う
と
）
で
あ
る
以
上
、
そ
の
人
物
・
性
格
と
言
葉
を
模
倣
す
る
か
、
あ
る
い
は
役

を
模
倣
し
て
演
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
朗
唱
者
が
他
の
人
物
を
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
人
物
の
声
だ
け
で
な

く
、
性
格
ま
で
模
倣
し
、
そ
の
人
の
顔
立
ち
、
振
る
舞
い
、
そ
の
考
え
ま
で
模
倣
し
て
、
そ
の
人
に
成
り
済
ま
す
こ
と
に
な
る
。
文
学
の
役

者
の
モ
デ
ル
と
は
、
文
学
の
人
物
が
直
接
そ
の
役
者
の
人
生
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
人
物
が
役
者
に
触
れ
、
役
者
が
何
を
演
じ
る
か
、
あ
る

い
は
演
じ
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
、
そ
の
人
物
に
成
り
済
ま
す
こ
と
で
あ
る
。

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
原
理
は
『
国
家
』
の
第
十
章
に
お
い
て
さ
ら
に
発
展
す
る
が
、
今
度
は
プ
ラ
ト
ン
の
実
相
（
イ
デ
ア
）
論
を
参
照
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
構
築
さ
れ
、
イ
デ
ア
の
理
想
国
が
構
成
さ
れ
、
独
特
な
理
性
の
世
界
と
、
そ
の
理
性
の
世
界

を
ミ
メ
ー
シ
ス
・
模
倣
す
る
よ
う
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
（595c -597e

）。
プ
ラ
ト
ン
は
絵
画
を
も
っ
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
例
え
て
、
絵
は
ま
る
で
誰
か
が
鏡
を
も
っ
て
周
囲
を
写
し
出
す
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
見
た
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
を
写
し

出
し
、
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る（596d- e

）。
し
か
し
彼
が
生
み
出
し
て
、
写
し
出
し
た
想
像
上
の
も
の
は
、
理
性
の
世
界
に
お
い
て
、
理

性
の
実
相
（
イ
デ
ア
）
よ
り
か
け
離
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
身
の
み
に
お
い
て
真
に
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
人
た
ち

は
同
じ
く
模
倣
者
で
、
彼
は
画
家
と
同
じ
で
、
対
象
物
通
り
に
描
き
出
せ
る
が
、
そ
れ
は
第
三
の
レ
ベ
ル
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
の
生

み
出
さ
れ
た
存
在
は
虚
像
で
、
そ
の
空
虚
な
模
倣
は
何
の
真
実
を
も
映
し
出
し
て
い
な
い
（597e -600e

）。「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
理
論
は
こ
こ

ま
で
推
し
進
め
て
く
る
と
、
絵
画
の
比
喩
に
よ
る
も
の
だ
が
、
守
護
者
た
ち
が
ど
う
い
う
種
類
の
詩
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う

第
三
章
の
文
脈
に
お
け
る
解
釈
と
は
ま
る
で
違
っ
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
こ
で
は
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
、
模
倣
者
と
模
倣
物
と
の
同
一
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体
で
あ
る
と
い
う
深
層
的
な
関
係
と
、
そ
れ
と
対
照
的
に
、
今
や
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
生
き
生
き
と
し
た
、
複
製
さ
れ
た
表
層
的
な
も
の
と

し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
詩
人
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
危
険
視
す
る
一
方
、
ま
た
潜
在
的
に
そ
の
有
益
さ
を
重
ん
じ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
は
詩
を
適
切
に
取
り
締
ま
る
（398a- b

）
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
遊
び
ご
と
に
ほ
か
な
ら
ず
（602b

）
と
非
難
す
る
か

で
、
あ
た
か
も
両
者
の
間
に
迷
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
を
生
じ
さ
せ
た
事
実
の
一
因
は
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」の
作
品

を
全
く
違
う
二
通
り
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
は
対
象
物
の
模
倣
の
面
に
お
い
て
（
模
倣
さ
れ
た
人
物
は
一
体
善

か
悪
か
）、
も
う
一
つ
は
模
倣
の
質
の
面
に
お
い
て
（
ど
の
よ
う
に
似
て
い
る
か
、
現
実
に
ど
こ
ま
で
近
づ
い
て
い
る
か
）
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

ン
に
と
っ
て
、
既
存
の
詩
に
は
二
つ
の
欠
点
が
あ
る
。
詩
人
は
間
違
っ
た
行
為
を
模
倣
し
て
、
し
た
が
っ
て
観
衆
の
魂
を
堕
落
さ
せ
て
し
ま

う
（605c -608b

）
こ
と
と
、
彼
ら
は
善
な
る
真
実
ら
し
き
も
の
と
、
そ
の
他
の
道
徳
的
な
本
性
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
な

ぜ
な
ら
彼
ら
は
善
な
る
も
の
と
は
何
か
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（598d -600e

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
メ
ロ
ス
と
そ
の
継
承
者
た
ち
が
永
久
に
理

想
国
か
ら
追
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『
国
家
』に
お
い
て
、
詩
は
無
意
味
で
価
値
が
な
く
、
そ
の
模
倣
も
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
矛
盾
し
て
、
も
っ
と

肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
プ
ラ
ト
ン
の
他
の
対
話
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
イ
オ
ン
』に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
詩
人
を
神
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
見
な
し
て
お
り
、
女
神
た
ち
の
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
美
し
い
詩
を
吐
露
す
る
人
だ
と
い
う
。
強
い
影
響
力
の
あ
る
有

名
な
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
一
段
落
に
お
い
て
、
詩
人
の
霊
感
は
女
神
た
ち
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
狂
気
の
沙
汰
の
一
か
た
ち
だ
と
描
い
て
い

る
。

こ
の
狂
気
は
、
柔
ら
か
く
汚
れ
な
き
魂
を
と
ら
え
ら
れ
て
は
、
こ
れ
を
よ
び
さ
ま
し
熱
狂
せ
し
め
、
抒
情
詩
の
う
た
を
は
じ
め
、
そ

の
他
の
詩
の
中
に
そ
の
激
情
を
よ
ま
し
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
数
え
き
れ
ぬ
古
人
の
い
さ
お
を
言
葉
で
か
ざ
り
、
後
の
世
の

人
々
の
心
の
糧
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
ひ
と
が
、
技
巧
だ
け
で
立
派
な
詩
人
に
な
れ
る
も
の
と
信
じ
て
、
ム
ー
サ
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の
神
々
の
授
け
る
狂
気
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
し
に
、
詩
作
の
門
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
が
不
完
全
な
詩
人
に
終
わ
る
ば
か

り
で
な
く
、
正
気
の
な
せ
る
彼
の
詩
も
、
狂
気
の
人
々
の
詩
の
前
に
は
、
光
を
う
し
な
っ
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（245A

）。

こ
の
よ
う
な
賛
辞
を
詩
人
に
贈
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
対
話
（248d- e

）
に
お
い
て
、
詩
人
の
人
生
は
哲
学
者
、
国
王
、
実
務
家
、

教
育
者
・
医
者
と
預
言
者
の
あ
と
の
第
六
番
の
ラ
ン
ク
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
詩
人
を
低
い
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
た
こ
と
と

は
対
照
的
に
、
前
期
プ
ラ
ト
ン
の
女
神
の
パ
ワ
ー
の
受
領
者
へ
の
賛
美
に
お
い
て
詩
と
詩
人
に
対
し
て
の
態
度
は
相
反
し
て
矛
盾
し
て
い
る

が
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
「
イ
オ
ン
」
に
お
い
て
語
っ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
重
要
な
点
は
、
つ
ま
り
霊
感
・
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
決
し
て
虚
飾
の
お
世
辞
の
も
と
で
創
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
霊
感
論
の
推
論
に
よ
る
と
、
詩
人
た
ち
は
彼
ら
の
芸
術
を
理

解
し
て
い
な
い
と
い
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
に
お
い
て
詩
人
は
伝
統
的
に
教
師
と
し
て
尊
敬
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
彼
ら
の
役
目
は
尊
敬

に
値
し
な
い
。
つ
ま
り
彼
ら
の
詩
は
理
性
的
な
原
則
に
よ
る
も
の
で
は
な
け
れ
ば
、
述
べ
る
こ
と
が
知
識
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
彼
ら
は
教
育
に
携
わ
る
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
内
容
で
明
確
に
表
示
さ
れ
た
の

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
全
体
に
わ
た
っ
て
一
ヶ
所
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
模
倣
と
同
時
に
顕
現
し
た
主
題
の
も

と
で
、
表
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
最
後
の
作
品
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

昔
か
ら
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
て
…
…
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
詩
人
は
、
ム
ー
サ
（
詩
神
・
女
神
）
の
三
脚
の
鼎
に
座
る
と
き
は
い
つ
も
、

正
気
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
む
し
ろ
、
沸
き
お
こ
っ
て
く
る
思
い
を
、
あ
た
か
も
泉
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
流
れ
出
る

に
ま
か
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
技
術
は
模
倣
に
あ
る
た
め
、
互
い
に
相
反
す
る
性
格
の
人
物
を
創
作
し
て
は
、
や
む
を
え
ず
、
自

分
自
身
に
矛
盾
す
る
こ
と
を
語
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
し
か
も
、
語
ら
れ
た
言
葉
の
甲
が
真
実
な
の
か
、
乙
が
真
実
な
の
か
、
そ

れ
は
知
ら
ず
に
い
る
の
だ
と
。（L

aw
s
719c

）
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こ
こ
で
詩
人
は
聖
な
る
霊
的
な
存
在
と
し
て
、
無
心
の
状
態
で
模
倣
す
る
役
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
詩
人
と

は
、
い
わ
ば
自
分
が
今
何
を
し
て
い
る
か
を
理
解
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
ま
た
自
分
の
作
品
に
対
し
て
価
値
判
断
も
で
き
な
い
と
い
う
存
在

で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
継
続
し
て
詩
人
は
知
識
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
と
攻
撃
し
て
い
る
が
、
し
か
し
『
イ
オ
ン
』
と
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』、

あ
る
い
は
明
確
に
敵
対
し
た
『
国
家
』
に
お
け
る
陳
述
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
攻
撃
は
ベ
ー
ル
に
隠
さ
れ
た
絶
賛
で
あ
り
、
そ

れ
は
曖
昧
な
語
り
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
詩
に
対
す
る
態
度
は
単
純
で
も
な
け
れ
ば
、
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
詩
を
追
放
す
る
と
き
、
よ
り
よ
い
利
益

の
た
め
明
確
に
罪
深
い
愛
を
放
棄
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
同
様
に
、
詩
人
を
神
聖
な
る
霊
的
な
人
間
と
し
て
語
る
と
き
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
は
詩
人
に
対
す
る
曖
昧
な
敬
意
し
か
払
っ
て
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
対
話
に
お
い
て
詩
と
詩
人
に
つ
い
て
呈
示
し
た
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

（
両
価
性
）は
、
き
わ
め
て
多
様
か
つ
広
範
な
応
答
を
も
た
ら
し
、
そ
の
逆
説
的
な
言
説
は
、
後
の
詩
人
の
想
像
力
を
ほ
と
ん
ど
神
に
達
し
た

ま
で
に
高
め
ら
れ
た
伝
統
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
詩
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
に
お
け
る
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な

共
鳴
が
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
『
国
家
』
第
十
章
の
有
名
な
「
鏡
」
の
モ
チ
ー
フ
が
自
然
と
ア
ー
ト
と
の
関
係
を
探
究
的

な
意
味
と
し
て
肯
定
的
に
再
解
釈
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
、
と
り
わ
け
ネ
オ
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
よ
る
霊
的
な
触
発
を
受
け
継
い
だ
著

述
家
た
ち
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
詩
人
へ
の
挑
発
に
は
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
擁
護
の
構
築
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ト

ン
自
身
の
も
う
一
つ
の
局
面
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
例
え
ば
三
世
紀
の
著
名
な
ネ
オ
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
見
識
を
発
展
さ
せ
、
芸
術
家
は
理
性
の
世
界
を
超
越
し
て
真
の
実
在
の
世
界
そ
れ
自
体
に
近
づ
き
、
美
し
い

作
品
の
創
作
に
よ
っ
て
自
然
の
欠
陥
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
詩
の
弁
明
の
長
い
伝
統
に
お
い
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
か
ら
サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
の
『
詩
の
擁
護
』、
ま
た
さ
ら
に
シ
ェ
リ
ー
の
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
著
作

は
、
い
ず
れ
も
『
国
家
』
か
ら
詩
を
追
放
す
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ー
マ
に
応
答
し
て
挑
戦
し
た
も
の
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
詩
そ
れ
自
体
は
研
究
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
考
え
に
と
っ
て
、
詩
と
芸
術
は
結
局
、
彼
の
膨
大
な
哲
学
の
目

的
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
そ
の
認
識
論
、
存
在
論
あ
る
い
は
倫
理
学
に
従
属
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
詩
に
つ
い
て
の
議
論
は
常
に

広
い
文
脈
に
包
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
を
紐
解
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
初

め
て
も
っ
ぱ
ら
詩
に
対
す
る
明
確
な
理
論
的
批
評
論
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
で
、
詩
人
で
は
な
か
っ

た
。
彼
の
著
作
は
科
学
的
な
独
立
性
が
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
詩
の
扱
い
方
も
他
の
分
野
の
研
究
と
同
じ
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
政
治

学
、
論
理
学
や
生
物
学
と
同
じ
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
詩
と
は
そ
れ
自
体
の
内
部
法
則
に
よ
っ
て
独
立
し
た
芸
術
で
あ
り
、
彼
の
主
張
は
、

主
と
し
て
形
式
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
先
入
観
を
排
除
し
、
い
わ
ば
社
会
、
政
治
や
宗
教
の
諸
要
素
を
参
照

し
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
詩
と
詩
の
吟
唱
は
、
そ
の
対
象
自
体
に
法
則
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
構
造
と
形
式
の
分
析
に
よ
っ
て
最
も

よ
く
理
解
さ
れ
る
と
い
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
『
詩
学
』
の
序
説
に
お
い
て
、
明
確
に
『
詩
学
』
と
は
、
詩
の
本
質
を
研
究
す
る
も

の
だ
が
、
そ
れ
は
詩
自
体
の
分
類
と
、
詩
の
機
能
と
目
的
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
行
の
批
評
と
文
献
に
は
様
々

な
見
識
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
主
と
し
て
美
学
理
論
の
仕
事
で
あ
り
、
彼
ら
の
研
究
対
象
は
、
詩
を
ど
の
よ
う
に
運
営
し
、

ど
の
方
法
で
よ
り
豊
か
で
、
効
果
的
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
詩
学
』は
プ
ラ
ト
ン
の
詩
へ
の
酷
評
に
部
分
的
に
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
プ
ラ
ト
ン
的
な
背
景
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
理
解
す

る
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
対
照
的
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
は
詩
を
霊
的
な
も
の
と
し
て
見
做
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
非
理
性
的
で
、

活
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
詩
を
技
術
・
ア
ー
ト
の
製
品
と
し
て
扱
い
、
そ
れ
は
理
性
的
、
知
的
な
諸
原
則
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
詩
人
は
知
識
を
持
ち
あ
わ
せ
ず
、
そ
の
模
倣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
は
表
面
世
界
の
み
を
写
し

出
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
根
源
的
な
フ
ォ
ー
ム
の
実
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
第
三
の
仮
象
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
模
倣
と
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学
習
は
互
い
に
最
も
親
近
な
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
模
倣
と
は
最
も
シ
ン
プ
ル
な
レ
ベ
ル
（
人
間
が
他
の
生
き
物
と
違
う
の
は
、
人
間
が
最

も
模
倣
す
る
生
き
物
で
、
先
行
の
教
訓
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
す
る
の
で
あ
る
『
詩
学
』1448b

）
に
お
い
て
、
最
も
合
理
的
で
、

か
つ
「
普
遍
的
」
な
学
習
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
詩
は
歴
史
的
物
語
の
特
殊
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
も
っ
と
哲
学
的
だ
と
い
え
る
。
か

つ
て
詩
は
人
間
の
生
活
に
「
起
こ
る
だ
ろ
う
出
来
事
」
を
呈
示
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
見
方
を

呈
示
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
特
殊
な
事
実
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
詩
に
敬
意
を
払

い
、
と
く
に
悲
劇
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
詩
が
道
徳
上
、
有
害
で
感
情
を
刺
激
す
る
場
合
、
抑
制
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か

し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
を
扱
う
能
力
は
主
に
悲
劇
に
お
い
て
役
目
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
の
肯
定
的
な
有
益

さ
は
そ
の
効
果
に
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
詩
の
最
も
危
険
な
源
泉
は
快
楽
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
詩
に

対
し
て
人
間
の
本
来
の
備
わ
っ
た
反
応
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
本
能
的
に
「
模
倣
」（
第
四
章
）
に
お
い
て
大
い
に
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
詩
に
つ
い
て
の
思
想
を
受
け
つ
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
の
他
の
芸
術
、
例
え
ば
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
と
ダ
ン
ス
を
一

ま
と
め
に
し
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
い
い
、
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
と
違
っ
て
、
ど
こ
に
も
彼
の
意
味
す
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
を
説
明
し
な
い
。

学
者
た
ち
は
、
そ
れ
を
「
模
倣
」
と
翻
訳
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
「
再
現
」
と
す
る
べ
き
か
と
迷
い
、
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
両

方
の
意
味
を
含
ん
で
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
包
括
的
で
広
い
意
味
を
含
ん
だ
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
、『
詩
学
』
に
お
い
て
変
化
的
で
あ
り
、

多
様
的
で
あ
る
ゆ
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
、
固
定
さ
れ
た
用
語
は
、
英
語
に
お
い
て
一
つ
と
し
て
見
つ
か
ら

な
い
。
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
一
種
の
芸
術
的
な
「
模
倣
」
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
に
よ
っ
て
呈

示
さ
れ
た
の
は
次
の
特
徴
で

４
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
再
現
し
、
あ
る
い
は
真
似
す
る
た
め
に
見
立
て
、
真
似
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
対
象
物
に
似
て
い
る
こ
と
を
さ
す
。
し
か
し
、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
決
し
て
単
な
る
一
種
の
美
学
的
な
現
象
で
は
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
本
能
に
よ
る
模
倣
は
、
そ
の
根
本
要
素
が
人
間
の
本
質
に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
人
間
は
天
性
に
お
い
て
真

似
す
る
性
質
が
備
わ
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
学
び
、
本
能
的
に
快
楽
を
そ
の
真
似
す
る
こ
と
か
ら
感
じ
る
の
で
あ
る
。『
詩
学
』

― ―185

（

）

三
〇

北海学園大学人文論集 第55号(2013年８月)



の
第
四
章
の
解
釈
に
よ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
喜
ん
で
再
現
し
た
も
の
を
鑑
賞
し
、
た
と
え
そ
の
現
実
の
生
活
を
見
る
に
は
苦
痛
を
感
じ
て
も
、

そ
の
現
実
と
模
倣
す
る
と
の
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
相
似
性
と
し
て
、
そ
の
再
現
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
似
て
い
る
こ
と
を
感
じ
、
似
て
い
る
こ

と
を
作
り
出
す
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
肯
定
的
な
快
楽
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
学
び
と
い
う
本
能
的
な
欲
望
を
満
た
し

て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
の
真
似
の
芸
術
を
楽
し
む
こ
と
は
詩
、
絵
画
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
天
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
人
間
は
そ
の
認
知
し
た
価
値
に
は
喜
び
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

芸
術
と
そ
の
対
象
物
と
の
相
似
性
、
類
似
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
概
念
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
、
詩
人
と
画
家

は
い
ず
れ
も
、
と
く
に
「
似
像
作
者
」
か
、
あ
る
い
は
「
再
現
す
る
も
の
」
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
第
二
十
八
章1460b

7-8

）。
し
か
し

そ
れ
は
決
し
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
が
も
っ
ぱ
ら
複
製
の
原
理
に
従
っ
て
コ
ピ
ー
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
芸
術
家
は
自
分
が

見
た
も
の
を
そ
の
通
り
に
再
現
し
、
ま
た
人
々
に
そ
の
よ
う
に
見
え
た
も
の
を
復
元
し
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
も
の
を
呈
示
す

る
こ
と
が
で
き（

５
）

1460b
10-11

）、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
は
直
接
複
製
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
然
の
再
装
飾
、
あ
る
い
は
そ
の
体
験
を
世
に
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る（
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
）。
た
し
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
第
九
章
に
お
い
て
、
悲
劇
は

現
実
を
複
製
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
は
っ
き
り
と
言
明
し
、
詩
人
の
役
割
は
何
か
す
で
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
語
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

起
こ
り
う
る
出
来
事
を
創
作
す
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
迫
真
性
を
目
指
す
の
に
対
し
て
、
事
実
は
歴
史
家
の
領
域
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
詩
的
模
倣
の
考
え
は
、
近
代
の
範
疇
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
似
て
お
り
、
詩
人
の
描
い
た
、
語
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
詩
人
が
創
作
し
た

も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
詩
人
の
模
倣
は
も
っ
と
も
ら
し
さ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
描
か

れ
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
出
来
事
は
一
種
の
起
こ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
そ
の
状
況
に
お
り
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
り
、
必
然

だ
か
ら
で
も
あ
る
。
悲
劇
が
再
現
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
は
む
し
ろ
事
実
よ
り
勝
り
、
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
て
い
る
世
界
を
よ
り
深
く
理
解
で

き
る
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
逆
説
（
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
に
つ
い
て
、
評
論
家
の
Ａ
・
Ｄ
・
ナ
ッ
ト
ー
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た

と
こ
ろ
が
適
切
で
あ
ろ
う
。「
芸
術
は
実
在
的
で
は
な
か
っ
た
ら
、
も
ち
ろ
ん
世
界
に
対
応
し
な
か
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
嫌
う
。
ド
ラ
マ
と
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は
現
実
で
あ
り
な
が
ら
現
実
で
は
な
い
、
現
実
は
そ
の
可
能
性
に
あ
り
、
非
現
実
は
そ
の
真
実
に

６
）

あ
る
」。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
詩

人
は
「
創
作
者
」（「
詩
人poet

」
と
い
う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
「
ポ
エ
テ
スpoietes

」
の
意
味
か
ら
由
来
す
る
）、
と
り
わ
け
模
倣
的
な

創
作
者
で
あ
り
、
そ
の
作
業
は
事
実
の
虚
構
か
ら
詩
を
創
作
し
、
そ
の
模
倣
は
言
葉
を
媒
介
し
て
、
し
か
も
リ
ズ
ム
を
使
っ
て
達
成
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
は
詩
と
他
の
種
類
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
と
の
違
い
を
区
分
す
る
言
葉
で
あ
る
。

『
詩
学
』は
詩
の
言
説
の
分
析
を
通
じ
て
、一
般
的
に
詩
が
他
の
言
説
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
確
立
し
て
く
れ
た
が
、

し
か
し
そ
の
分
析
の
テ
ク
ス
ト
は
主
と
し
て
焦
点
を
悲
劇
に
あ
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
英
雄
叙
事
詩
に
つ
い
て
第
二
十
三
〜
二
十
五
章
に

少
し
触
れ
た
だ
け
で
、『
詩
学
』
の
第
二
巻
は
散
逸
し
て
い
る
の
で
、
効
果
に
つ
い
て
、『
詩
学
』
は
悲
劇
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
論
文
に
な

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
第
六
章
に
お
け
る
定
義
に
よ
る
と
、
悲
劇
と
は
「
一
定
の
大
き
さ
を
そ
な
え
完
結
し
た
高
貴
な
行
為
に
つ

い
て
の
再
現
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
で
あ
り
、
快
い
効
果
を
あ
た
え
る
言
葉
を
使
用
し
、
し
か
も
作
品
の
部
分
部
分
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体

を
別
々
に
用
い
、
叙
述
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
行
為
す
る
人
物
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
あ
わ
れ
み
と
お
そ
れ
を
通
じ
て
、
そ
の
感
情
の
浄

化（
カ
タ
ル
シ
ス
）を
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
」。
悲
劇
は
演
技
で
再
現
す
る
場
合
、
完
結
し
た
も
の
で
、
か
つ
一
定
の
規
模
を
も
つ
も
の
で
、

そ
れ
が
第
七
章
に
お
い
て
も
っ
と
発
展
さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
全
体
と
し
て
か
な
ら
ず
「
始
め
、
中
間
、
終
わ
り
」
を
も
た
ね
ば
な

ら
ぬ
と
強
調
し
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
必
ず
き
ち
ん
と
し
た
構
造
物
と
し
て
構
成
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
出
来
事
に
は
前
後
の
因
果
関
係
が
あ
っ

て
、
論
理
的
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
決
し
て
単
純
な
ラ
ン
ダ
ム
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
基
本
的
な
有

機
的
統
一
体
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
生
き
生
き
し
た
類
似
的
な
有
機
的
組
織
体
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。「
い
ず

れ
に
せ
よ
、
生
物
で
あ
れ
、
い
く
つ
か
の
部
分
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
美
し
い
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
部
分

を
秩
序
正
し
く
配
列
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
大
き
さ
も
任
意
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

美
は
大
き
さ
と
秩
序
に
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
見
地
は
、
悲
劇
が
ど
の
よ
う
に
観
衆
に
効
果
を
あ
た
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
哀
れ
み
と
恐
怖
と
い
う
感
情
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が
独
特
な
か
た
ち
で
悲
劇
と
し
て
組
み
た
て
ら
れ
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
他
人
の
不
当
な
苦
し
み
を
理
解
し
て
哀
れ
み
を
感
じ
、
他
人
の
苦

痛
を
経
験
し
て
「
わ
れ
わ
れ
自
分
の
身
に
も
起
こ
っ
た
か
の
よ
う
な
」（
第
十
三
章
）
恐
怖
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
ど
う
い
う
意
味
で
こ
れ
ら
の
感
情
に
つ
い
て
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
は
『
詩
学
』
に
お

い
て
何
の
説
明
も
な
く
一
回
だ
け
言
及
し
て
い
る
が
、『
政
治
学
』
に
お
い
て
も
触
れ
る
の
み
で
「『
カ
タ
ル
シ
ス
』
に
は
何
を
意
味
し
て
い

る
か
、
い
ま
簡
単
に
触
れ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
『
詩
学
』
に
お
い
て
も
っ
と
は
っ
き
り
と
述
べ
る
」
と
い
い
、
そ
の
約
束
の
陳
述
は
ど
こ
に

も
発
見
さ
れ
な
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
後
世
は
だ
れ
も
が
た
だ
『
詩
学
』
の
第
六
章
を
参
照
す
る
の
み
で
、
あ
る
い
は
『
政
治
学
』
の
表

現
を
め
ぐ
っ
て
多
少
考
え
る
し
か
で
き
な
く
、
そ
れ
も
多
く
の
場
合
は
音
楽
の
使
い
方
の
文
脈
に
お
い
て
議
論
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
音
楽
が
多
様
な
有
益
な
機
能
を
果
た
し
て
く
れ
る
と
い
い
、
例
え
ば
音
楽
は
若
者
の
教
育
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
く
つ
ろ
ぎ

と
安
逸
、
ま
た
は
カ
タ
ル
シ
ス
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
。
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

何
故
な
ら
二
、
三
の
霊
魂
に
関
し
て
強
烈
に
起
こ
る
感
情
は
凡
て
の
霊
魂
に
も
起
こ
る
、
し
か
し
そ
れ
に
は
多
少
の
差
異
が
あ
る
｜

例
え
ば
憐
憫
や
恐
怖
が
、
さ
ら
に
熱
狂
が
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
感
動
に
よ
っ
て
捕
ら
わ
れ
や
す
い
人
々
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
が
、
こ
の
人
々
は
霊
魂
を
興
奮
さ
せ
る
節
を
用
い
る
時
は
、
そ
の
宗
教
的
な
節
の
結
果
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
医
療
、
す
な
わ
ち
浄
め

（
カ
タ
ル
シ
ス
）を
受
け
た
者
の
よ
う
に
、
正
常
に
復
す
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
と
同
一
の
こ
と
を
、
憐
み
深
い
人
々
や

恐
が
り
や
す
い
人
々
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
感
情
的
な
人
々
は
、
し
か
し
そ
の
他
の
人
々
も
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
そ
の
よ
う
な
感
情
が
い

く
ら
か
で
も
襲
っ
て
く
る
限
り
、
経
験
す
る
に
違
い
な
い
、
従
っ
て
凡
て
の
人
々
に
も
、
い
わ
ば
、
浄
め
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
が
行
な
わ

れ
、
心
は
軽
く
な
っ
て
快
さ
を
味
わ
う
に
違
い
な
い
。（『
政
治
学
』1342a

4-15

）、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
こ
で
人
間
の
病
的
な
「
熱
狂
」
の
傾
向
（
一
種
の
恍
惚
的
な
熱
狂
で
、
そ
れ
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
の
集
団
陶
酔
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の
よ
う
な
宗
教
的
な
カ
ル
ト
を
連
想
す
る
が
）
を
観
察
し
て
、
そ
の
熱
狂
（
陶
酔
）
を
引
き
起
こ
せ
ば
、
音
楽
と
同
じ
よ
う
に
病
症
を
治
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
タ
ル
シ
ス
は
一
種
の
同
毒
治
療
（
毒
を
も
っ
て
毒
を
解
毒
す
る
）
の
療
法
で
、
神
経
症
の
治

療
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
関
係
づ
け
で
こ
の
く
だ
り
が
『
詩
学
』
に
つ
な
が
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
悲
劇
の
文
脈

に
お
い
て
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

こ
の
問
い
か
け
は
恐
ら
く
永
遠
に
答
え
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
す
で
に
終
わ
り
の
な
い
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。

現
代
の
評
者
に
広
く
好
ま
れ
た
解
釈
は
、
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ル
ナ
イ
ス
（
彼
の
姪
は
か
つ
て
ジ
グ
ム
ン
ド
・
フ
ロ
イ
ト
の
妻
で
も
あ
る
）
に
よ
っ

て
提
唱
さ
れ
た
非
常
に
影
響
力
の
あ
る
論
文
に
由
来
し
、
そ
れ
は
一
八
五
七
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
政
治
学
』の
重
要
な
一
段
落

を
強
調
し
て
、
ベ
ル
ナ
イ
ス
は
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
を
準
医
学
的
に
解
釈
し
、
悲
劇
は
わ
れ
わ
れ
に
鬱
積
し
た
感
情
を
放
り
出
す
無
害
な
も
の

で
あ
り
、
音
楽
と
同
じ
よ
う
に
、
熱
狂
さ
せ
、
多
感
な
情
感
を
通
じ
て
彼
ら
の
心
的
な
障
害
を
く
つ
ろ
が
せ
る
。
悲
劇
も
同
じ
で
、
哀
れ
み

と
恐
怖
の
刺
激
に
よ
っ
て
、
不
快
な
感
情
を
清
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
と
し
て
、
あ
る
理
論
は
哀
れ
み
と
恐
怖
の
感
情
そ

れ
自
体
が
悪
い
こ
と
だ
と
決
め
て
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
観
衆
が
最
も
楽
し
ん
で
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
悲
劇

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
悲
劇
は
人
々
の
情
緒
の
不
快
、
障
害
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。
さ
ら
に

も
う
一
つ
の
流
派
の
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
研
究
者
に
よ
っ
て
高
度
か
つ
多
様
な
か
た
ち
で
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
を
と
り
く
み
、
哀
れ
み
と

恐
怖
の
感
情
を
浄
化
す
る
と
考
え
て
き
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
感
情
は
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
・
道
徳
生
活
に
お
い
て
重
要
な
部
分

と
し
て
役
割
を
果
た
し
、
そ
こ
か
ら
あ
る
べ
き
感
情
的
な
反
応
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
彼
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
説
明
に
よ

る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
恐
怖
、
怒
り
、
欲
望
、
哀
れ
み
な
ど
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
過
剰
に
感
じ
る
か
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
過

不
足
に
感
じ
る
か
、
例
え
ば
、
恐
怖
を
過
剰
に
感
じ
過
ぎ
る
と
、
臆
病
に
な
っ
て
し
ま
い
、
逆
に
あ
ま
り
過
小
に
感
じ
る
と
無
謀
に
な
っ
て

し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
適
切
で
中
間
の
感
情
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
は
あ
る
べ
き
時
期
に
、
あ

る
べ
き
こ
と
に
対
す
る
あ
る
べ
き
反
応
の
た
め
、
あ
る
べ
き
人
々
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
も
の
を
目
指
し
て
、
あ
る
べ
き
仕
方
で
そ
れ
ら
の
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感
情
を
感
ず
る
の
は
最
善
で
あ
る
（1106b

18-23

）
と
い
う
。
恐
ら
く
悲
劇
を
見
る
と
は
、
こ
の
こ
と
に
達
す
る
た
め
に
励
ま
し
て
、
哀
れ

み
と
恐
怖
に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
こ
と
を
感
じ
て
、
実
際
に
出
来
事
と
関
連
づ
け
る
こ
と
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
舞
台

で
目
撃
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
み
て
、
悲
劇
は
わ
れ
わ
れ
に
正
し
い
感
情
的
な
反
応
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
機
会
を
提
供

し
て
い
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
苦
難
を
忍
ぶ
べ
き
苦
痛
が
悲
劇
の
ド
ラ
マ
の
再
現
に
よ
っ
て
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
カ
タ
ル
シ
ス
」に

関
し
て
、
説
明
の
方
途
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
哀
れ
み
と
恐
怖
の
感
情
の
な
か
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
相
応
し
さ

を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
限
定
的
な
範
囲
に
お
い
て
の
推
論
と
な
り
、
し
か
も
確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、「
カ
タ
ル

シ
ス
」に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い（
恐
ら
く
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
は
永
久
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
と
違
っ
て
、
悲
劇
の
感
情
の
表
出
に
は
重
要
な
価
値
を
加
え
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か

ら
快
楽
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
快
楽
の
流
れ
は
直
接
悲
劇
の
刺
激
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
哀
れ
み
と
恐
怖
か
ら
く
る
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
第
四
章
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
快
楽
を
悲
劇
に
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
。
そ
こ
で
唯
一
、
適
宜
な
理
解
と
は
、
悲
劇
の
詩
人
の
目
的
は
創
作
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る「
哀
れ
み
と
恐
怖
に
よ
っ

て
組
み
立
て
ら
れ
た
悲
劇
的
な
快
楽
」を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
詩
学
』に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て（
第
七
〜
十

四
章
）
プ
ロ
ッ
ト
（
筋
）
に
つ
い
て
議
論
し
、「
出
来
事
の
組
立
て
」
は
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
で
、
彼
に
と
っ
て
プ
ロ
ッ
ト
は
悲
劇
に
お
い

て
最
も
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
行
の
人
物
の
性
格
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
、
第
六
章
の
説
明
に
よ
る
と
「
悲
劇
は
人
間

の
再
現
で
は
な
く
、
行
為
と
人
生
の
再
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
幸
福
も
不
幸
も
、
行
為
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
人
生
の
）
目
的

は
、
な
ん
ら
か
の
行
為
で
あ
っ
て
、
性
質
で
は
な
い
。
人
々
は
、
た
し
か
に
性
格
に
よ
っ
て
そ
の
性
質
が
決
定
さ
れ
る
が
、
幸
福
で
あ
る
か

そ
の
反
対
で
あ
る
か
は
、
行
為
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
複
数
の
プ
ロ
ッ
ト
の
可
能
性
を
考
え
、
結
論
と
し
て
も
っ
と
も
よ
い
プ
ロ
ッ
ト
は
哀
れ
み
と
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
も
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の
で
、
そ
こ
で
再
現
さ
れ
る
の
は
人
間
の
道
徳
の
模
範
で
も
な
け
れ
ば
、
全
く
価
値
の
な
い
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
か
両
極
端
の
中

間
の
も
の
で
、
つ
ま
り
主
人
公
ら
が
何
ら
か
の
過
失
（
欠
点
、
ハ
マ
ル
テ
ィ
アham
artia

）
に
よ
っ
て
繁
栄
・
成
功
か
ら
不
運
に
陥
る
よ
う

な
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
意
味
し
た
の
は
、
英
雄
の
主
人
公
が
運
命
的
な
錯
誤
で
は
な
い
。
例
え

ば
周
知
の
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
オ
セ
ロ
』
の
主
人
公
が
悲
劇
に
陥
っ
た
の
は
、
そ
れ
自
身
の
取
り
つ
か
れ
た
嫉
妬
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
と
は
、
む
し
ろ
主
人
公
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
本
人
が
過
ち
だ
と
知
ら
ず
に
行
な
っ
て
い
る
誤
り
、

あ
る
い
は
欠
陥
の
こ
と
で
あ
る
。
古
典
の
例
で
い
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
な
か
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の『
オ
デ
ィ

プ
ス
王
』
を
モ
デ
ル
と
し
て
見
做
し
て
い
た
。
オ
デ
ィ
プ
ス
は
自
分
の
父
を
殺
し
、
母
と
結
婚
し
た
の
は
、
事
実
が
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
道
徳
の
堕
落
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
主
人
公
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ

て
預
言
さ
れ
た
不
幸
な
運
命
を
人
為
で
避
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
彼
の
苦
痛
は
ま
っ
た
く
不
相
応
な
も
の
な
の
で
、
観
衆
は
哀
れ

み
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
彼
へ
の
罰
は
偶
然
な
事
故
で
は
な
く
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
諸

行
為
は
善
意
的
だ
が
、
し
か
し
悲
劇
の
結
果
を
も
た
ら
す
わ
け
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
苦
痛
や
人
間
の
無
常
さ
を
悲
劇
の
概
念
の
中
心
に
据
え
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
『
詩
学
』
が
人
間
の
苦
痛
へ
の
宗
教

的
説
明
に
お
い
て
沈
黙
で
あ
っ
た
こ
と
が
悪
名
で
知
れ
わ
た
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
不
可
欠
な
こ
と
だ
が
、
現
代
の
批

評
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
彼
は
神
々
を
無
視
し
、
悲
劇
に
お
い
て
社
会
と
政
治
に
対
す
る
興
味
が
欠
如
し
て
い
る
と
批
判
が
加
え
ら
れ

て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
手
抜
か
り
は
あ
く
ま
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
本
質
的
に
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

現
わ
れ
で
あ
り
、
そ
も
そ
も『
詩
学
』は
総
合
的
に
悲
劇
の
研
究
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
む
し
ろ
ジ
ャ

ン
ル
ご
と
に
文
学
の
形
式
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
効
果
を
最
も
よ
く
発
揮
で
き
る
か
を
探
究
し
た
こ
と
に
あ
る
。
悲
劇
の
場

合
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
最
も
成
功
し
た
の
は
形
式
・
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
そ
の
形
式
に
も
と
づ
い
て
悲
劇
的
な
快
楽
が
い
か
に
哀
れ
み
と

恐
怖
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
悲
し
く
て
恐
ろ
し
い
出
来
事
が
上
演
で
き
た
か
を
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。
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『
詩
学
』
は
文
学
の
批
評
史
に
お
い
て
、
か
つ
て
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
は
言
う
も
の
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
い
て
そ
れ
ほ

ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
だ
け
に
お
い
て
、
後
の
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
人
文
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
再
発
見

さ
れ
て
か
ら
、
古
典
と
し
て
成
立
さ
れ
、
そ
の
後
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
フ
ラ
ン
ス
で
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
批
評
家
た
ち
は
文
献
を
読
む
場
合
、
ま
る
で
作
文
の
規
則
を
読
む
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
（
概
念
の
誤
用
は
現
在
ま
で
も
続
い

て
い
る
も
の
が
あ
る
が
）、
多
く
の
理
論
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
帰
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
実
際
、
そ
れ
は
『
詩
学
』
に
よ
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
三
一
致
の
法
則
と
い
う
、
い
わ
ば
行
為
、
時
間
と
場
所
の
一
致
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
、
そ

れ
は
イ
タ
リ
ア
の
批
評
家
カ
ス
テ
レ
ビ
ト
ロ
の
発
明
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
一
五
七
〇
年
『
詩
学
』
の
注
釈
付
き
の
翻
訳
を
出
版
す
る

が
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
第
五
章
の
「
悲
劇
は
、
で
き
る
だ
け
太
陽
が
ひ
と
ま
わ
り
す
る
時
間
内
に
収
ま
る
よ
う
に
努
め

る
（
…
）
の
に
対
し
て
、
叙
事
詩
は
時
間
の
制
約
を
う
け
ず
、
そ
の
点
で
も
悲
劇
と
異
な
る
」
と
い
う
考
察
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
い
わ
ゆ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
一
致
法
則
は
新
古
典
批
評
の
基
本
原
理
と
な
り
、
そ
れ
が
詩
の
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
厳

格
な
ル
ー
ル
の
枠
組
と
し
て
発
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
は
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
絶
頂
期
を
迎
え
、『
詩
学
』の
影
響
が

批
評
家
た
ち
の
間
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
著
名
な
コ
ル
ネ
イ
ユ
と
ラ
シ
ー
ヌ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
劇
場
の
た
め
の
新
し
い
悲
劇
の
創

作
に
お
い
て
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
理
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

『
詩
学
』
が
優
位
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
ロ
マ
ン
主
義
の
勃
興
に
よ
っ
て
そ
の
影
響
は
衰
退
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
言
う
に
及
ば
ず
、

そ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
呈
示
さ
れ
て
き
た
批
評
理
論
の
基
本
文
献
の
地
位
は
い
ま
だ
に
保
た
れ
て
い
る
。

六
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
人
た
ち

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
は
誉
れ
高
く
継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
古
代
文
学
批
評
に
お
い
て
わ
ず
か
し
か
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
ヘ
レ
ニ
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ズ
ム
時
代（
紀
元
前
三
世
紀
〜
一
世
紀
ま
で
）、
詩
と
詩
論
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
宮
廷
と
い
う
新
し
い
環
境
に
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
は
プ

ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
エ
ジ
プ
ト
統
治
の
後
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
帝
に
征
服
さ
れ
、
首
都
の
威
信
を
高
め
る
こ
と
を
熱
望
し
、
図
書
館
と
博
物

館
を
建
立
さ
せ
た
が
、
そ
こ
が
ギ
リ
シ
ア
語
世
界
の
文
化
と
学
者
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
者
と
詩
人
は
こ
こ
で
気
前
よ
く
給
料
が

払
わ
れ
、
世
俗
的
な
世
界
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
好
き
な
時
間
に
勉
強
と
研
究
を
す
る
こ
と
に
専
念
で
き
、「
ま
る
で
鶏
小
屋
で
太
ら
せ
た
鶏

の
よ
う
」な
生
活
を
送
っ
て
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
象
牙
の
塔
の
原
型
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
あ
る
現
代
の
皮
肉
屋
に
批
判
さ
れ
て
い
た
。

彼
ら
の
仕
事
は
過
去
の
偉
大
な
文
献
の
収
集
、
編
集
、
翻
訳
と
保
存
を
す
る
こ
と
だ
が
、
当
時
、
過
去
の
古
い
時
代
に
創
ら
れ
た
文
学
は
ほ

と
ん
ど
散
逸
し
て
い
た
。
学
者
た
ち
は
信
頼
で
き
る
文
献
テ
ク
ス
ト
の
奉
納
と
構
築
の
た
め
、
編
集
だ
け
で
は
な
く
、
言
葉
の
元
来
の
意
味

を
批
評
し
、
判
断
し
、
作
者
と
作
品
を
選
択
し
、
識
別
し
て
、
ど
れ
が
特
別
に
賞
賛
す
べ
き
か
を
決
定
し
て
い
た
。
こ
の
進
化
の
過
程
は
作

者
の
古
典
的
な
基
準
の
発
展
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
ま
ず
詩
に
及
び
、
後
に
は
雄
弁
術
へ
と
発
展
し
た
が
、
そ
れ
が
実
質
的
に
固
定
さ
れ
、

古
典
の
キ
ャ
ノ
ン
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
に
、
時
代
ご
と
に
新
し
い
著
者
が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
代
の
文
献

は
い
つ
も
そ
の
リ
ス
ト
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
古
典
へ
の
崇
拝
の
な
か
、
伝
統
的
な
考
え
方
の
重
要
な
一
部
分
は
、
先
人
の
作
者
を
模

倣
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
優
れ
た
文
献
は
後
期
の
ギ
リ
シ
ア
と
ラ
テ
ン
文
学
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
典
主
義
の
品
質
の
印
と
し

て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
古
典
の
基
準
は
、
か
つ
て
西
洋
の
文
学
史
に
深
い
影
響
を
あ
た
え
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
も
議
論
の
的

に
な
っ
て
い
る
。

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
文
化
的
背
景
に
お
い
て
、
長
老
た
ち
が
尊
敬
さ
れ
、
過
去
へ
の
郷
愁
は
決
し
て
現
在
の
文
学
を
抑
圧
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
現
代
詩
と
の
関
係
に
お
い
て
、
詩
の
復
興
に
は
ど
れ
が
最
も
重
要
な
伝
統
的
な
要
素
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
か
け

が
立
て
ら
れ
て
い
た
が
、
問
題
は
詩
人
た
ち
が
単
純
に
些
細
な
模
倣
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ポ
ス
ト
哲
学
の
時
代
（
ブ
ル
ノ
・
ス
ネ
ル

に
よ
る
）
に
お
い
て
詩
の
役
割
は
明
ら
か
だ
っ
た
と
い
う
。
紀
元
前
四
世
紀
、
大
い
な
る
哲
学
の
散
文
の
時
代
、
都
市
国
家
の
崩
壊
は
す
で

に
目
に
見
え
て
お
り
、
巨
大
な
公
共
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
叙
事
詩
、
悲
劇
と
喜
劇
は
続
け
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
諸
都
市
の
広
大
な
観
衆
の
前
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に
上
演
し
て
い
た
と
し
て
も
、
詩
人
た
ち
は
も
は
や
か
つ
て
彼
ら
の
地
位
と
道
徳
的
な
権
威
を
一
身
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

カ
リ
マ
コ
ス
（305～

240
B
C

）、
彼
の
博
識
な
、
婉
曲
で
自
意
識
過
剰
な
詩
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
精
神
の
文
学
を
象
徴
し
、
も
っ
と
も

議
論
好
き
で
、
学
者
詩
人
の
時
代
に
影
響
の
あ
る
詩
人
と
し
て
詩
の
新
し
い
発
展
の
方
向
を
代
表
す
る
人
物
だ
と
い
え
る
。
彼
は
伝
統
的
な

詩
の
ジ
ャ
ン
ル
と
陳
腐
な
テ
ー
マ
を
拒
否
し
、
短
く
て
断
続
的
な
詩
の
方
を
好
む
と
明
言
し
て
、「
太
い
」詩
句
よ
り
も
、
む
し
ろ「
ス
リ
ム
」

の
方
を
好
み
、
詩
は
ま
る
で
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
旅
道
を
歩
ん
で
く
る
も
の
で
、
あ
る
い
は
神
聖
な
泉
か
ら
滴
る
純
粋
な
滴
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
詩
は
も
は
や
過
去
の
叙
事
詩
の
標
準
で
審
査
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
繊
細
で
、
婉
曲
と
機
知
の
基
準
で
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
ア
ポ
ロ
が
詩
句
に
つ
い
て
カ
リ
マ
コ
ス
の
詩
『
ア
テ
ィ
ア
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
』
を
要
約
し
た
と
こ
ろ
か
ら
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
芸
術
（
技
術
）
に
よ
っ
て
詩
的
技
巧
を
測
る
の
を
学
ぶ
」
と
い
う
。
観
衆
は
も
は
や
公
共
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
広
大
な

数
で
は
な
く
（
カ
リ
マ
コ
ス
は
自
分
の
あ
る
エ
ピ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
「
私
は
す
べ
て
の
大
衆
的
な
も
の
を
嫌
う
」
と
述
べ
て
い
る
）、
文
化
的

に
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
、
エ
リ
ー
ト
サ
ー
ク
ル
の
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
誕
生
し
、
詩
は
自
分

自
身
に
回
帰
し
て
、
少
数
の
造
詣
あ
る
、
遊
び
好
き
な
も
の
の
た
め
の
分
野
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

詩
の
サ
ー
ク
ル
、
批
評
と
学
識
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
文
献
文
化
の
目
立
っ
た
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
深
い
こ
と
は
、

批
評
史
の
発
展
に
お
い
て
、
詩
学
と
修
辞
学
が
合
併
し
た
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
か
つ
て
詩
の
側
か
ら
弁
論
術
・
修
辞
学
と
敵
対
し
た

こ
と
が
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
詩
と
弁
論
術
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
で
、
両
者
は
真
理
の
分
野
の
哲
学
と
は
一
線
を
引
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。『
ゴ

ル
ギ
ア
ス
』（462
ff.

）
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
修
辞
学
を
軽
蔑
し
、
内
容
な
ど
何
も
な
く
、
巧
み
な
わ
ざ
を
も
っ
て
観
衆
を
満
足
さ
せ
、
楽

し
く
さ
せ
、
料
理
教
室
か
美
容
教
室
の
レ
ベ
ル
で
活
躍
し
て
は
、
そ
れ
を
芸
術
（a techne

）
だ
と
定
義
す
る
の
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
人
々

に
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
何
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
合
理
的
に
そ
の
考
え
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
対
話

『
パ
イ
ド
ロ
ス
』に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
相
変
わ
ら
ず
懐
疑
的
で
、
修
辞
学
を
一
時
的
な
熟
練
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
も
し
修
辞

学
が
本
当
の
芸
術
（a techne

）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
根
本
的
に
人
間
の
魂
に
対
し
て
正
当
な
理
解
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
哲
学
者
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と
同
じ
よ
う
に
、
唯
一
哲
学
者
が
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
示
唆
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
っ
て
著
作
『
修
辞
学
』
に
引
用
さ
れ
、『
詩
学
』
と
同
じ
よ
う
に
少
な
く
と
も
あ
る
部
分
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
の
挑
戦
に
応
答
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
修
辞
学
が
た
し
か
に
「
技
術
」
で
あ
り
、
し
か
し
簡
単
に
そ
れ
を
説
得
す
る
芸
術
だ
と
定
義
せ
ず

に
、「
弁
論
術
（
修
辞
学
）
と
は
、
ど
ん
な
問
題
で
も
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
可
能
な
説
得
の
方
法
を
見
つ
け
出
す
能
力
で
あ
る
」
と
定
義

し
て
い
る
（『
弁
論
術
』1.2.1

）。
そ
う
い
っ
た
背
景
に
お
い
て
、
早
い
時
期
か
ら
、
実
際
の
経
験
に
基
づ
い
て
収
録
さ
れ
た
膨
大
な
説
得
の

ト
リ
ッ
ク
と
用
法
の
リ
ス
ト
が
現
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
手
引
き
は
す
で
に
世
に
出
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
者
と
し
て
そ
れ
に
手
を
つ
け
、
初
め
て
合
理
的
な
原
理
に
従
っ
て
修
辞
学
研
究
の
た
め
の
堅
固
な
理
論
的
な
枠
組

を
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
論
的
な
枠
組
は
主
に
三
つ
の
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
論
理
的
な
議
論
・
弁
論
は
演
説
者
・
雄

弁
家
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
観
衆
の
心
理
と
議
論
は
人
間
の
感
情
の
知
識
と
性
格
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
ス
タ
イ
ル
は
明
晰
か
つ

美
的
な
道
徳
と
適
切
さ
（
中
庸
）
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
修
辞
学
の
芸
術
は
明
確
に
詩
の
芸
術
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
一
方
、
実
際
の
ス
キ
ル
で
、

観
衆
を
説
得
す
る
こ
と
に
献
身
し
て
い
る
が
、
他
方
は
模
倣
の
芸
術
で
、
そ
の
目
的
は
特
別
な
喜
び
を
生
み
出
し
、
し
か
も
そ
れ
は
適
切（
中

庸
）
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
れ
以
来
、
言
語
は
両
者
の
中
間
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
両
者
を
重
ね
か
け
る
可
能
な
も
の
が

現
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
形
式
分
析
の
分
野
に
お
い
て
、
修
辞
学
理
論
は
詩
を
応
用
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
散
文
に
お
い
て
も
う
ま
く
応

用
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
詩
の
形
式
に
お
け
る
美
的
な
道
徳
と
散
文
と
の
区
別

を
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
あ
と
、

批
評
の
主
眼
は
形
式
の
分
析
に
お
く
よ
う
に
な
り
、
実
際
応
用
の
技
法
は
各
種
の
文
学
の
研
究
か
ら
由
来
し
、
詩
と
散
文
は
共
に
研
究
さ
れ

て
い
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
修
辞
学
は
徐
々
に
第
二
教
養
と
し
て
優
位
的
に
な
り
（
そ
の
過
程
の
始
ま
り
は
す
で

に
紀
元
前
五
世
紀
末
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
時
代
に
な
る
）、従
っ
て
文
学
批
評
そ
れ
自
体
は
ま
す
ま
す
修
辞
学
の
教
育
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
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る
。
そ
の
後
の
主
要
な
発
展
は
、
批
評
に
お
い
て
そ
の
中
心
が
文
学
理
論
と
文
学
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
多
く
の
哲
学
的
な
問
い
か
け
よ
り
、

む
し
ろ
言
説
の
形
式
分
析
に
移
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

七
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』
は
、
も
っ
ぱ
ら
詩
に
つ
い
て
の
専
門
的
著
作
で
あ
る
が
、
し
か
し
修
辞
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
を
受
け

て
、
そ
れ
は
規
範
的
な
語
調
と
観
衆
に
対
す
る
詩
の
効
果
を
も
探
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
詩
論
』は
、
一
節
の
形
式
的
な
書
簡
を
も
っ
て

若
い
ピ
ー
ソ
ー
兄
弟
が
話
を
教
わ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
ど
の
よ
う
に
創
作
す
れ
ば
悲
劇
が
成
功
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
話
を
続
く
よ
う
に

し
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
同
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
一
般
的
な
話
題
か
ら
詩
の
芸
術
に
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。
ピ
ー
ソ
ー
兄
弟
が
本
当
に
悲
劇
を
書

い
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
単
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
手
頃
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
分
に
な
る
の
か
、
議
論
の
ネ
タ
に
な
る
が
、
し
か
し
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
の
詩
の
焦
点
と
し
て
悲
劇
を
選
択
し
た
の
は
、
あ
き
ら
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
弟
子
た
ち
の
移
動
学
校
に
よ
る
影
響
を
示
し
て

い
る
（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
『
詩
学
』
そ
れ
自
体
を
知
っ
て
い
る
と
示
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
）
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
悲
劇
は
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
ロ
ー
マ
に
お
い
て
す
で
に
中
心
的
な
分
野
で
な
く
な
り
、
そ
れ
は
過
去
の
ギ
リ
シ
ア
古
典
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
詩
句
は
一
つ
の
特
殊
な
流
派
の
見
方
を
参
照
し
て
ま
る
ご
と
に
真
似
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
複
数
の
違
う
文
献
資
料
か
ら
詩
学
と

修
辞
学
両
方
に
わ
た
っ
て
自
由
に
引
用
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
自
分
の
独
特
な
伝
統
的
な
諸
理
論
の
融
合
物
を
生
み
出
し
て
、
ロ
ー
マ
の
当

時
の
観
衆
に
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
語
調
は
散
漫
的
で
ス
タ
イ
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
詩
が
多
少
構
造
的
だ
が
、
主
題
か
ら
主
題
に
飛
び
跳
ね
て
、
あ
た
か
も

無
秩
序
な
流
儀
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
素
朴
な
書
簡
体
の
ス
タ
イ
ル
か
、
作
法
の
欠
如
に
騙
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
論
説
文
で
は
な
く
、
膨
大
な
詩
的
な
表
象
と
多
様
な
分
野
の
統
一
は
、
彼
の
詩
の
確
実
な
鍵
と
な
る
主
題
の
反
復
と
強
調
か
ら
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き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
の
原
則
は
、
礼
儀
正
し
い
作
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
全
作
品
に
わ
た
っ
て
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て

貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
庸
の
原
理
、
あ
る
い
は
文
学
の
適
切
さ
は
、
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
と
『
修
辞
学
・
弁
論
術
』
に

お
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
り
、
キ
ケ
ロ
が
自
分
の
修
辞
学
理
論
に
お
い
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
基
本
原
則
を
打
ち

立
て
た
の
で
あ
る
。
彼
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
に
必
要
と
さ
れ
る
有
機
的
な
統
一
を
主
張
し
、
全
体
と
し
て
い
か
な
る
部
分
、
局
面
に
お
い

て
も
、
作
品
の
性
格
は
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
主
題
の
選
択
は
ジ
ャ
ン
ル
の
選
択
、
特
徴
、
形
式
、
表
現
、

リ
ズ
ム
、
ス
タ
イ
ル
と
語
調
に
関
係
す
る
が
、
詩
人
は
ジ
ャ
ン
ル
の
混
同
を
避
け
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
登
場
人
物
に
迫
真
性

が
欠
け
て
し
ま
う
と
い
う
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
ド
ラ
マ
の
人
物
が
真
に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
、
そ
の
主
題
に
は
忘
れ
が

た
い
様
々
な
年
齢
の
人
物
を
入
念
に
設
定
せ
ね
ば
な
ら
ず（155-78

）、
ま
た
別
の
詩
句
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
人
物
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
を

あ
た
え
る
こ
と
（310-18

）
が
重
要
だ
と
い
う
。
こ
の
二
つ
の
段
落
は
、
い
ず
れ
も
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
中
心
と
す
る
理
論
を

参
照
し
て
お
り
、
詩
は
模
倣
の
芸
術
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
彼
は
こ
の
考
え
を
明
確
に
次
の
よ
う
に
も
宣
言
し
て
い
る
。「
そ
の

技
法
を
学
ん
だ
模
倣
者
は
、
人
生
と
モ
デ
ル
の
人
物
を
手
本
に
し
、
そ
こ
か
ら
生
命
に
溢
れ
る
言
葉
が
出
て
く
る
」（317-318

）。
こ
の
考
え

方
に
お
い
て
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
最
も
懸
念
し
て
い
る
問
題
は
、
不
調
和
、
不
確
実
な
人
物
の
性
格
、
主
題
、
あ
る
い
は
言
葉
づ
か

い
な
ど
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
詩
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ま
ず
ふ
さ
わ
し
く
な
い
絵
画
か
ら
語
り
は
じ
め
、
そ
こ
で
自
分
の
原
則
の
重
点
を
強
調

し
た
の
で
あ
る
。「
も
し
あ
る
画
家
が
、
人
間
の
頭
に
馬
の
首
を
つ
け
、
四
方
か
ら
手
足
を
掻
き
集
め
色
彩
豊
か
な
羽
を
つ
け
、
挙
句
の
果
て

に
、
上
だ
け
は
素
敵
な
美
人
が
、
下
半
身
は
醜
く
黒
い
魚
に
な
る
絵
を
描
き
、
貴
方
に
見
せ
た
な
ら
ば
、
貴
方
は
吹
き
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
」。

も
し
詩
が
統
一
的
な
調
和
と
気
品
に
欠
如
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
絵
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
。

も
う
一
つ
の
顕
著
な
主
題
は
、
詩
が
能
力
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
職
人
的
に
、
努
力
し
て
詩
の
創
作
に
身
を
投
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人

が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
先
天
の
才
能
（ingenium

）
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
才
能
は
訓
練
と
勤
勉
を
抜
き
に
し
て
手
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
前
期
ロ
ー
マ
の
詩
人
、
エ
ン
ニ
ウ
ス
、
ア
ッ
キ
ウ
ス
、
プ
ラ
ウ
ト
ゥ
ス
な
ど
は
、
み
ん
な
い
ず
れ
も
公
衆
に
寵
愛
さ
れ
て
い
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た
が
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼
ら
の
作
品
は
最
高
の
作
品
と
し
て
、
洗
練
さ
、
優
雅
さ
と
芸
術
性
に
は
物
足
り
な
い
。
も

し
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ア
と
文
学
に
お
い
て
肩
を
並
べ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
詩
人
の
若
い
世
代
は
、
多
く
の
苦
痛
を
耐
え
な
が
ら
以
上
の
す
べ

て
に
わ
た
っ
て
修
正
、
訂
正
す
る
よ
う
に
働
き
、
経
験
の
あ
る
批
評
家
の
忠
告
に
応
答
す
る
用
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・

エ
オ
ス
が
そ
れ
を
一
言
で
い
っ
た
よ
う
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
高
い
目
標
を
目
指
し
た
作
者
た
ち
に
、「
出
版
、
出
版
、
出
版

と
い
う
よ
り
、
推
敲
、
推
敲
、
推
敲
」
と
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
ロ
ー
マ
の
詩
人
た
ち
に
向
か
っ
て
「
時
間
を
か
け
て
丹
念
に
推
敲
し
て

は
書
き
直
す
」（290-91
）と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
期
ロ
ー
マ
詩
は
偉
大
な
人
物
に
よ
っ
て
実
に
よ
く
綴
ら
れ

た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
今
日
ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
三
文
文
士
の
作
品
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
詩
と

は
洗
練
さ
れ
た
職
人
の
極
品
で
あ
り
、
そ
れ
は
紳
士
が
余
暇
の
合
間
に
求
め
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
一
部
分
の
詩
に

よ
っ
て
そ
れ
が
詩
人
に
な
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
ま
た
言
う
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
み
ん
な
が
あ
る
よ

う
で
、
ロ
ー
マ
は
現
在
、
顎
ひ
げ
と
髪
を
伸
ば
し
さ
え
す
れ
ば
天
才
と
な
り
、
爪
を
切
ら
ず
に
隠
遁
の
場
を
求
め
、
浴
場
を
避
け
れ
ば
詩
人

に
な
れ
る
（295-303

）。
狂
気
の
詩
人
は
詩
を
吐
き
出
し
な
が
ら
井
戸
に
落
ち
て
い
く
（453-76

）
と
い
う
よ
う
に
、
当
時
の
詩
的
な
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
戯
画
し
、
そ
れ
は
詩
句
を
空
騒
ぎ
の
結
末
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
詩
の
創
作
に
は
二
者

択
一
の
選
択
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
鮮
や
か
に
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
新
し
い
詩
学
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
ロ
ー
マ
時
代
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
カ
リ

マ
コ
ス
の
美
学
に
見
習
う
べ
く
、
詩
の
評
価
の
基
本
基
準
が
「
ア
ル
ス
」（
技
巧
あ
る
い
は
職
人
的
気
質
）
に
お
く
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
鋭
い
洞
察
力
を
も
っ
て
、
彼
は
過
去
の
偉
大
な
文
学
と
の
関
係
に
お
い
て
自
分
の
時
代
の
新
し
い

詩
人
を
見
定
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
前
期
ロ
ー
マ
の
詩
人
よ
り
も
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
作
者
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
規
範
を
理
想

像
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
あ
な
た
が
た
は
、
夜
で
あ
れ
昼
で
あ
れ
ギ
リ
シ
ア
の
手
本
を
手
に
と
っ
て
学
ぶ
よ
う
に
」（268-9

）

と
い
い
、
そ
の
な
か
唯
一
ホ
メ
ロ
ス
と
ア
テ
ネ
の
劇
作
家
に
言
及
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
古
典
時
代
の
偉
大
な
作
家
は
特
別
だ
と
考
え
て
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い
た
。
先
人
を
見
習
う
の
は
、
技
術
を
高
め
、
雄
弁
者
の
訓
練
に
役
だ
っ
た
が
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
そ
れ
は
詩
の
創
作
を
発
展
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
伝
統
的
な
考
え
だ
が
、
か
つ
て
一
地
方
の
古
典
文
学
が
全
体
の
文
学
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
の

ジ
ャ
ン
ル
の
選
択
者
は
ひ
た
む
き
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
詩
を
選
択
し
て
き
た
特
徴
が
あ
る
（
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
間
テ
ク
ス

ト
と
い
う
）
が
、
そ
の
傾
向
は
ほ
と
ん
ど
始
ま
り
の
起
源
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ラ
テ
ン
詩
の
復
興
の
原
理
を
経
典
規
範
と
し
て
、

そ
れ
を
模
倣
、
学
習
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
き
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
明
確
に
自
分
の
古
典
主
義
の
理
論
を
打
ち
出
し
、
は
っ
き
り
と
自
分

の
ラ
テ
ン
詩
の
慣
習
（
例
え
ば
、『
オ
ー
ド
』）
に
振
り
返
る
こ
と
を
推
奨
し
、
い
わ
ば
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
そ
の
他
の
同
胞
の
詩
人
を
回
顧

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
行
し
て
修
辞
学
に
お
い
て
発
展
が
み
ら
れ
た
の
は
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
デ
ィ
オ

ニ
ュ
シ
オ
ス
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
賛
同
者
と
し
て
ス
タ
イ
ル
の
基
準
を
復
活
さ
せ
、
雄
弁
家
た
ち
の
育
成
に
お
い
て
ア
テ
ネ
の
偉
大
な
作
者

た
ち
を
最
高
の
模
範
と
し
て
模
倣
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
の
模
倣
の
教
義
規
範
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
も
古
典
の
詩
と
雄

弁
に
つ
い
て
の
重
要
な
特
質
と
し
て
考
え
ら
れ
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
新
古
典
主
義
文
学
の
「
存
在
の
理
由
」
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
主
張
全
体
は
詩
人
の
技
能
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
的
な
面
だ
け
で
は
な
く
、
良
い
詩
人
に
な
る
に
は
単
に
技
能
的
な
専
門
家
で

あ
る
だ
け
で
は
物
足
り
ず
、
も
し
説
得
力
の
あ
る
人
物
を
作
り
出
し
て
、
観
衆
を
高
め
る
の
に
は
、
詩
人
が
ま
た
道
徳
的
な
哲
学
の
知
識
と

生
活
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
。「
知
識
を
も
つ
こ
と
は
詩
を
正
し
く
つ
く
る
第
一
歩
で
あ
り
、
源
泉
で
あ
る
」（309

）と
い
う
主
と
し
て
彼

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
知
識
は
、
倫
理
の
学
習
か
ら
取
り
込
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
詩
人
は
中
庸
と
い
う
人
間
の
行
動
の
模
範
を

観
衆
の
前
に
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
作
品
『
書
簡
（1-2

）』
に
お
い
て
詩
の
模
範
的
な
役
と
し
て
描
き
出
さ

れ
、
そ
こ
で
彼
の
道
徳
へ
の
擁
護
は
ホ
メ
ロ
ス
を
読
む
こ
と
か
ら
取
り
入
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
一
般
的
に
い
う
、『
イ
ー
リ
ア
ス
』は
人
間

の
愚
行
と
邪
悪
の
模
範
を
描
き
だ
し
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』は
オ
デ
ュ
セ
ウ
ス
を
通
じ
て
賢
明
と
美
徳
を
教
え
て
く
れ
る
が
、
ホ
メ
ロ
ス
は
倫

理
の
教
師
と
し
て
専
門
的
な
哲
学
者
よ
り
も
ま
し
だ
と
い
う
こ
と
を
気
付
か
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て（
著

し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
相
反
し
て
）
登
場
人
物
は
プ
ロ
ッ
ト
よ
り
優
先
さ
せ
ら
れ
、
詩
の
道
徳
的
な
役
割
は
最
高
権
威
を
有
す
る
の
で
あ
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る
。詩

人
は
そ
の
登
場
人
物
の
役
に
お
い
て
、
カ
リ
マ
コ
ス
的
な
芸
術
性
の
基
準
と
伝
統
的
な
道
徳
の
責
任
性
を
と
も
に
持
ち
合
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
題
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
入
念
に
補
っ
た
よ
う
な
「
ト
ポ
ス
・
モ
チ
ー
フ
」（
最
初
に
出
会
う
の
は
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の

『
蛙
』
に
お
い
て
で
あ
る
）
で
さ
え
あ
れ
ば
、
詩
人
は
社
会
か
ら
褒
美
が
与
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
太
古
か
ら
詩
人
は
文
明
の
活
気
に
満
ち
た
部

分
を
担
い
、
そ
の
役
目
を
果
た
し
て
（391-407

）
き
た
が
、
ロ
ー
マ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
劣
ら
ず
に
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
詩
人
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
可
能
な
限
り
詩
の
役
割
を
考
え
、
詩
人
が
狙
う
の
は
役
に
立
つ
か
、
よ
ろ
こ
ば
せ
る
か
（333

）、

あ
る
い
は
両
方
を
こ
な
せ
、
利
益
と
快
楽
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
者
が
万
人
の
票
を
獲
得
す
る
（343-4

）
と
い
う
。
こ
の
大
要
は
幾
世
紀
に
も
わ

た
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
原
理
が
末
永
く
反
響
さ
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

詩
の
感
情
的
な
影
響
は
、
古
代
全
体
に
わ
た
っ
て
議
論
し
て
き
た
か
な
め
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
詩
句
の
始
め
の

と
こ
ろ
九
十
九
行
に
お
い
て
そ
れ
を
扱
っ
て
い
る
。「
詩
は
美
し
い
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
れ
は
快
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
ど
こ
で
あ
れ
そ
れ
が
望
む
と
こ
ろ
へ
、
聞
き
手
の
心
を
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
こ
こ
で
言
っ

た
こ
と
は
決
し
て
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。『
イ
オ
ン
』
に
お
い
て
（535b- e

）、
プ
ラ
ト
ン
は
す
で
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
通
し
て
吟
遊
詩
人
が

ど
の
よ
う
に
観
衆
に
霊
感
を
あ
た
え
た
か
、
そ
の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
自
ら
も
感
じ
取
っ
て
い
た
か
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
も
『
詩
学
』（
第
十
七
節
）
に
お
い
て
、
そ
の
感
情
は
必
ず
生
き
生
き
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
、
詩
人
も
ま
た
み
ず
か
ら
感
動
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
修
辞
学
の
分
野
に
お
い
て
も
そ
れ
は
共
通
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
演
説
者
は
も
し
説
得
の
た
め
に
伝

達
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
感
情
を
こ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
こ
れ
ら
の
先
人
の
発
想
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
有
名
な
言
葉
と
し
て
古
典
の

表
現
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
も
し
あ
な
た
は
わ
た
し
を
感
動
さ
せ
て
涙
が
で
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
ら
、
あ
な
た

は
自
分
が
ま
ず
悲
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
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一
般
的
に
、『
詩
論
』が
重
要
視
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
想
と
、
記
念
的
な
表
現
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ

の
生
き
生
き
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
、
詩
的
小
品
が
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
時
代
の
詩
と
詩
人
の
実
際
の
運
用
に
ぴ
っ
た
り
と
呼
応
さ
れ
た
か

ら
と
い
う
。
詩
の
背
後
に
は
抽
象
的
な
文
学
理
論
の
概
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
詩
人
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
の
複
雑
な
伝
統
を
融
合
し
て
、
彼
自
身
の
特
有
な
詩
人
の
天
職
の
展
望
を
描
い
た
わ
け
で
あ
る
。
詩
と
批
評
と
両
方
に
跨
っ
た
彼
の

役
目
は
、
伝
統
の
受
容
と
変
容
に
お
い
て
詩
と
詩
学
を
創
出
し
、
そ
れ
が
批
評
の
歴
史
に
お
い
て
独
特
な
位
置
づ
け
を
獲
得
し
、
後
の
時
代

に
詩
の
古
典
の
見
方
の
伝
承
に
お
い
て
主
要
で
か
つ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

八
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
は
世
に
よ
く
知
ら
れ
、
中
世
全
時
代
に
わ
た
っ
て
広
く
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
そ
れ
と
は
対
照
的

に
、
出
生
日
付
と
身
分
が
確
認
で
き
な
い
影
の
人
で
あ
り
、
唯
一
『
崇
高
に
つ
い
て
』
と
い
う
未
完
の
原
稿
を
古
代
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
原
稿
は
十
七
世
紀
末
、
ニ
コ
ラ
・
ボ
ア
ロ
ー
の
有
名
な
翻
訳
（
一
六
七
四
年
）
に
よ
っ
て
そ
の
記
念
的
転
換
点
を
迎
え
る
ま
で
、
ル
ネ

サ
ン
ス
に
お
い
て
す
で
に
再
発
見
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
史
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
影
響
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
最
も
早
く
古
典
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
教
養
あ
る
読
者
に
馴
染
ま
れ
、
例
え
ば
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
諷
刺
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
批
評
さ
れ

て
い
る
。

批
評
に
向
か
う
と
常
に
騙
さ
れ
て

見
せ
か
け
の
『
崇
高
に
つ
い
て
』
を
引
用
す
る

も
し
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
な
ら
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わ
れ
は
威
厳
を
も
っ
て
輝
い
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
彼
と
同
じ
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
に
身
を
入
り
過
ぎ
た
よ
う
に
、
君
は
、

愛
か
金
か
の
た
め
た
に
本
を
手
に
入
れ
、

ボ
ワ
ロ
ー
の
翻
訳
か
ら
翻
訳
し
て

引
用
の
引
用
を
引
用
し
て
。

『
詩
に
つ
い
て
の
狂
想
曲
』（271-8

）（1733

）

ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
主
に
十
七
世
紀
の
文
学
批
評
に
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
始
ま
り
の
き
っ
か
け
は
「
崇
高
」
に
よ
っ
て
幅
広
く
議
論
を
呼

び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
と
文
学
と
芸
術
に
及
び
、
さ
ら
に
美
学
者
、
哲
学
者
の
時
代
に
よ
っ
て
複
数
の
理
論
と
し
て
発
展
さ

れ
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
を
遥
か
に
超
え
て
し
ま
う
。

ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
論
説
は
他
の
批
評
と
は
か
な
り
違
う
形
で
古
代
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
伝
統
の
出
現
は
修
辞
学
ス
ク
ー

ル
に
お
い
て
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
か
ら
高
い
教
養
を
目
指
し
た
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
は
修
辞
学
に
基
づ
き
、
創
作
の
芸
術
、
演

説
の
芸
術
と
い
う
よ
う
な
分
野
を
含
む
教
育
を
進
め
て
い
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
修
辞
学
の
教
育
の
詳
細
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
少
し
し

か
知
ら
な
い
が
、
こ
の
時
代
に
よ
く
知
ら
れ
、
区
分
さ
れ
た
演
説
の
三
つ
の
ス
タ
イ
ル
｜

高
揚
し
た
感
情
の
た
め
の
雄
大
さ
、
論
争
を
取

り
決
め
る
た
め
の
簡
潔
さ
と
喜
び
を
与
え
る
た
め
の
中
庸
｜

は
確
実
に
発
展
を
遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
と
散
文
は
フ
ォ
ー
マ
ル
的
な

視
点
を
互
い
に
学
び
会
い
、
内
容
あ
る
い
は
一
般
的
に
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
ス
タ
イ
ル
の
技
術
を
強
調
し
て
優
先
し
て
い
た
。
古
代
全
体

に
わ
た
っ
て
、
演
説
の
訓
練
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
そ
の
延
長
上
に
お
い
て
文
学
学
習
が
重
要
な
部
分
と
な
り
、
そ
の
学
習
の
目
的

は
、
学
生
が
言
葉
の
才
能
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
文
学
に
対
す
る
修
辞
学
の
接
近
は
、
ギ
リ
シ
ア
と
ラ
テ
ン
の
作
者
た
ち
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ

― ―168

（

）

四
七

西洋文学批評とその古典の起源 (アイトル)



る
概
説
書
、
第
十
巻
の
『
演
説
の
教
育
』（A

D
95

）
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
そ
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
か
つ
て
の
ロ
ー
マ

帝
国
時
代
の
教
育
シ
ス
テ
ム
を
最
優
先
に
し
て
、
最
も
完
璧
に
配
慮
し
た
書
物
で
あ
る
。
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
は
演
説
者
の
ス
キ
ル
を
発

展
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
最
良
の
作
者
を
模
倣
し
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
達
成
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
目
標
の
た
め
に

彼
は
読
書
リ
ス
ト
を
つ
く
り
、
作
者
ご
と
に
「
特
別
な
美
徳
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
挿
入
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
詩
ホ
メ
ロ
ス
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
伝
統
的
な
慣
習
に
従
っ
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
の
雄
弁
の
部
分
に
お
い
て
も
配
置
さ
れ
、
ホ
メ
ロ
ス
以
降
は

古
い
コ
メ
デ
ィ
が
最
も
演
説
者
の
読
書
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
も
の
と
さ
れ
、
悲
劇
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
高
邁
で
、
深
い
感
銘
を
与

え
、
し
か
し
決
し
て
無
骨
で
不
調
和
を
失
し
て
い
な
い
（
そ
の
見
方
は
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
『
蛙
』
に
戻
る
が
）。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
エ
ウ
リ

ピ
デ
ス
は
同
じ
く
上
等
で
、
し
か
し
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
も
っ
と
法
廷
で
の
講
演
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
、
彼
の
ス
タ
イ
ル
は
も
っ
と
演
説

的
な
タ
イ
プ
に
適
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
議
論
の
お
も
む
き
は
幅
広
く
、
詩
を

超
え
、
歴
史
、
哲
学
と
雄
弁
術
、
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
両
方
の
作
者
を
も
含
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
時
代
ご
と
に
評
価

し
て
い
る
の
が
い
く
ぶ
ん
異
様
か
も
し
れ
な
い
（
哲
学
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
キ
ケ
ロ
が
あ
た
か
も
プ
ラ
ト
ン
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
）
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
演
説
者
・
雄
弁
者
の
必
要
に
応
じ
て
書
か
れ
た
も
の

で
、
作
者
た
ち
の
評
価
を
優
先
し
た
の
は
、
演
説
的
な
ス
タ
イ
ル
の
編
成
の
た
め
に
何
が
最
も
建
設
的
か
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
た
か
ら
で

あ
る
。

か
く
し
て
、
修
辞
学
の
伝
統
は
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
論
説
『
崇
高
に
つ
い
て
』
の
背
景
を
成
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
主
題

と
は
「
高
い
、
雄
大
、
あ
る
い
は
崇
高
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
の
雄
弁
術
の
基
準
の
部
分
、
い
わ
ゆ
る
三
つ
の

ス
タ
イ
ル
と
し
て
い
た
雄
大
、
簡
潔
と
中
庸
と
は
、
さ
ほ
ど
関
係
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
と
り
わ
け
詩
の
創
作
の
質
に

関
係
し
て
お
り
、
そ
の
書
い
た
の
は
詩
の
優
良
さ
と
品
質
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
ど
う
す
れ
ば
、
詩
が
偉
大
な
文
学
に
通
ず
る

か
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
崇
高
と
は
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
聴
衆
を
驚
愕
さ
せ
、
夢
中
に
さ
せ
、
彼
ら
が
圧
倒
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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抑
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
大
き
な
パ
ワ
ー
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。彼
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、ホ
ラ
テ
ィ

ウ
ス
と
相
反
し
て
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
詩
と
散
文
の
間
に
境
界
線
を
つ
く
ら
ず
、
修
辞
学
と
詩
学
を
融
合
さ
せ
、
と
も
に
批
評
理
論
の
原
理
を

創
出
し
て
、
す
べ
て
が
文
学
を
抱
擁
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
一
個
の
全
体
と
し
て
見
做
し
て
い
た
。
崇
高
の
質
に
つ
い
て
、「
偉
大
な
詩
人
た

ち
と
散
文
家
た
ち
か
ら
獲
得
し
た
の
は
…
…
永
遠
の
名
声
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
発
見
さ
れ
、
汲
み
取
っ
た
作
家
た
ち
は
、
ホ
メ
ロ
ス
、
デ
モ

ス
テ
ネ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
と
ソ
フ
ォ
ー
で
、
あ
る
い
は
『
聖
書
』
の
創
世
記
で
す
ら
含
ま
れ
よ
う
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
鮮
や
か
に
、
個
性
的
な

一
段
落
、
あ
る
い
は
一
行
の
詩
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
全
体
を
表
現
し
て
の
け
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
不
滅
な
る
崇
高
を
維
持
し
よ
う

と
は
、
だ
れ
も
が
期
待
で
き
な
い
。
神
の
よ
う
な
ホ
メ
ロ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
で
す
ら
衰
退
を
見
せ
始
め
、
そ
し
て
だ
れ
も
崇
高
を
長
く
持
続
さ

せ
る
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
者
は
偶
に
は
と
き
め
き
の
な
か
優
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
崇
高
に
輝
く
こ
と
が
あ

る
が
、
弁
論
家
の
ヘ
パ
リ
デ
ス
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
こ
と
も
う
ま
く
こ
な
し
た
が
、
崇
高
の
み
に
お
い
て
完
全
に
業
績
は
な
か
っ
た
。
真
の

崇
高
と
は
、
教
養
の
あ
る
読
者
の
前
に
立
ち
竦
ん
で
繰
り
返
し
の
鑑
賞
を
う
け
、
時
間
の
試
練
に
耐
え
ら
れ
、
す
べ
て
の
時
代
の
す
べ
て
の

人
の
心
を
引
き
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
の
崇
高
は
、
崇
高
だ
と
い
え
る
の
か
、
と
質
問
さ
れ
た
と
き
、
ロ
ン
ギ
ヌ

ス
は
、
そ
れ
に
応
答
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
ほ
か
の
先
人
の
批
評
家
か
ら
教
わ
っ
て
き
た
が
、
崇
高
と
は
先
天
的
、

生
れ
つ
き
の
天
分
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
磨
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
先
天
の
能
力
を
最
大
に
有
効
に
発
揮
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
芸
術
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
磨
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
。
か
く
し
て
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
古
代
の
批
評
家
の
な
か
、
き
わ
め
て
格

別
な
存
在
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
の
は
彼
の
珍
重
し
た
直
観
の
要
素
は
、
す
べ
て
が
過
去
の
偉
大
な
作
家
た
ち
か
ら
由
来

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
の
論
文
の
主
要
な
内
容
は
五
つ
の
崇
高
の
源
泉
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
実
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
三
つ
の
源
泉
は

芸
術
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
二
つ
は
原
則
的
に
ほ
ぼ
天
分
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
ま
ず
始
め
に
、
極
め
て
重
要
な

も
の
は
（
八
〜
十
五
節
）
思
考
の
雄
大
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
雄
大
と
い
う
概
念
か
ら
く
る
能
力
で
あ
り
、
自
然
の
偉
大
さ
と
し
て
特
徴
づ
け
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ら
れ
、
作
者
の
心
的
な
パ
ワ
ー
の
度
合
い
に
よ
っ
て
文
学
作
品
に
存
分
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
崇
高
と
は
高
貴
な
こ
こ
ろ

の
反
響
で
あ
る
」（
九
節
）と
い
う
。
崇
高
と
は
ま
た
作
者
が
捉
え
て
選
ん
だ
最
も
直
接
的
に
細
か
い
状
況
を
描
写
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全

体
に
つ
な
が
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
サ
フ
ォ
ー
の
有
名
な
詩
の
分
析
に
よ
っ
て
描
出
し
た
が
、
そ
れ

は
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
引
用
に
よ
る
唯
一
の
サ
フ
ォ
ー
の
詩
で
も
あ
る
。
心
的
な
偉
大
さ
は
自
然
の
能
力
で
あ
る
が
、
崇
高
は
過
去
の
作
者

を
模
倣
す
る
こ
と
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
と
競
争
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
的
な
も
の
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
、
崇
高
の
た
め
に
貢
献
す
る
能

力
を
み
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
こ
の
模
倣
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
す
べ
て
の
先
人
よ
り
幅
広
い
発
想
を
意
味
し
、
過
去
の

野
心
的
な
作
者
の
偉
大
な
人
々
の
影
響
を
聖
な
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
比
較
し
て
、
そ
れ
を
権
能
の
あ
る
女
司
祭
が
ド
ル
フ
ィ
か

ら
伝
え
た
宣
託
（
十
三
節
）
と
匹
敵
す
る
よ
う
に
見
做
し
て
い
た
。「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
い
う
修
辞
学
的
概
念
に
お
い
て
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
プ

ラ
ト
ン
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
応
用
し
た
が
、
そ
こ
で
示
唆
し
た
の
は
、
過
去
の
モ
デ
ル
へ
の
敬
意
的
な
模
倣
は
か
な

ら
ず
し
も
単
に
技
巧
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
あ
る
い
は
ス
キ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
そ
れ
は
創
造
と
神
秘
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
と
い
う
。

も
う
一
つ
の
崇
高
を
獲
得
す
る
た
め
の
育
成
の
方
法
は「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ア
ー
」、
あ
る
い
は
視
覚
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
演
説
者

が
想
像
し
た
シ
ー
ン
が
生
き
生
き
と
し
て
書
か
れ
て
い
れ
ば
、
聴
衆
の
目
の
前
に
生
き
生
き
と
し
て
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
ン
ギ
ヌ

ス
は
こ
こ
で
詩
と
預
言
を
区
分
せ
ず
、
詩
人
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
情
景
の
描
写
に
よ
っ
て
聴
衆
を
驚
愕
さ
せ
、
信
憑
性
に
縛
ら
れ
る
こ
と
を

乗
り
越
え
る
こ
と
に
あ
る
が
、
預
言
者
の
ゴ
ー
ル
は
生
き
生
き
と
し
た
リ
ア
ル
な
描
写
で
あ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
聴
者
の
感
情
を
も
っ
て

効
果
的
に
圧
倒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
力
強
さ
と
霊
的
な
感
情
は
第
二
の
崇
高
の
源
泉
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
し
か
議
論
（
こ
の
話

題
に
関
す
る
さ
ら
な
る
研
究
は
こ
の
論
説
の
末
尾
に
約
束
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
そ
れ
は
散
逸
し
て
い
る
）
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
重
要
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
確
信
を
も
っ
て
継
承
す
る

が
」、
彼
が
い
う
に
は「
こ
ん
な
に
決
定
的
な
偉
大
さ
を
崇
高
な
感
情
と
し
て
正
し
く
構
築
す
る
こ
と
よ
り
は
、
他
に
何
が
建
設
的
だ
と
い
え

よ
う
か
」（
八
節
）
と
。
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第
三
の
崇
高
の
源
泉
は
修
辞
学
上
の
標
準
的
な
省
察
で
あ
る
。
つ
ま
り
効
果
的
に
形
式
の
運
用
と
修
辞
的
な
文
彩
は
文
学
の
感
情
的
イ
ン

パ
ク
ト
の
増
幅
を
意
味
（
十
六
〜
二
十
九
節
）
す
る
が
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
最
良
の
文
彩
の
使
い
方
は
、
事
実
へ
の
注
意
か

ら
文
彩
が
逃
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
の
崇
高
の
源
泉
は
崇
高
な
語
彙
と
フ
レ
ー
ズ
（
三
十
〜
三
十
八
節
）
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

れ
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
演
説
の
文
彩
の
巧
み
な
使
い
方
を
も
含
め
る
。
最
後
の
第
五
の
崇
高
の
源
泉
は
（
三
十
九
〜
四
十
節
）
威
厳
的
に
、
気

高
く
文
章
の
創
作
に
あ
り
、
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
は
言
葉
の
最
も
効
果
的
な
配
置
で
あ
る
が
、
今
日
、
そ
れ
が
有
機
的
な
統
一
体
の
概
念

と
し
て
か
な
り
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
修
辞
学
者
と
し
て
著
作
を
書
き
、
そ
れ
が
公
共
的
な
生
活
に
お
い
て
人
々
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
想
定
し
て
い
た
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
文
学
形
式
の
分
析
は
、
公
共
的
演
説
者
の
技
術
的
、
実
用
的
な
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
は
、
遥
か
に
劣
っ

て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
貴
重
な
問
い
か
け
に
興
味
を
示
し
た
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
、
見
事
に
形
式
の
分
析
を
越
え
て
、
偉
大
な
文

学
の
崇
高
の
成
り
立
ち
は
、
形
式
の
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
作
者
の
こ
こ
ろ
と
性
格
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で

あ
る
。
彼
は
第
九
節
に
お
い
て
「
そ
れ
は
、
真
の
弁
論
家
は
低
劣
で
い
や
し
い
心
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、

一
生
卑
小
で
奴
隷
の
よ
う
に
い
や
し
い
心
を
も
っ
て
生
き
て
行
く
人
間
は
、
永
遠
の
生
命
を
も
つ
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
も
の
は
何
一
つ
も
た

ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
考
え
る
こ
と
が
荘
重
な
ら
、
当
然
、
こ
と
ば
は
偉
大
な
も
の
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
も
っ
と
も
心
気
高
き
も
の
が

崇
高
を
自
分
の
も
の
に
す
る
」
と
。
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
議
論
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
全
体
は
崇
高
を
創
出
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
説
の
強

調
し
た
と
こ
ろ
は
、
偉
大
な
作
家
の
発
端
に
お
い
て
重
要
な
の
は
作
者
の
個
性
で
あ
る
。
熱
狂
的
な
言
葉
の
反
復
と
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
（
何
よ
り
も
プ
ラ
ト
ン
の
影
響
は
確
実
な
証
拠
に
な
る
が
）
は
、
彼
を
し
て
古
典
世
界
に
お
い
て
ユ
ニ
ー
ク
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
が
、
天
分
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
感
情
の
思
想
を
複
合
的
に
総
括
し
た
先
駆
者
と
し
て
、
彼
は
十
八
世
紀
に
お
い
て
光
り
輝
き
、

そ
し
て
究
極
的
に
は
ロ
マ
ン
主
義
の
誕
生
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
哲
学
と
古
代
文
学
批
評
に
お
け
る
修
辞
学
的
伝
統
を
結
合
し
て
、
両
者
に
記
念
す
べ
き
仕
事
を
創
出
し
た
が
、
そ
れ
は
情
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熱
的
に
書
か
れ
た
こ
と
と
、
高
質
の
文
学
の
独
自
の
批
評
的
分
析
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
有
名
な
賛
辞
の
な
か
、
彼

の
賞
賛
し
た
も
の
に
は「
並
み
な
ら
ぬ
才
能
の
持
ち
主
だ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
法
律
家
も
、
神
の
偉
大
な
力
を
的
確
に
と
ら
え
て
書
い
て
い
る
。

そ
の
法
律
の
最
初
に
ま
ず『
神
は
言
っ
た
』と
書
く
。
何
を
。『
光
あ
れ
。
そ
し
て
、
光
が
あ
っ
た
。
大
地
あ
れ
。
そ
し
て
、
大
地
が
あ
っ
た
。』」

（
九
節
）と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
と
は
同
じ
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、
同
じ
章
に
お
い
て
、
彼
は
ホ
メ
ロ
ス
を
省
察
し
、

と
く
に
『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
す
で
に
こ
の
両
者
の
一
般
的
な
違
い
を
指
摘

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
方
は
基
本
的
に
単
一
の
も
の
で
、
そ
の
構
成
は
主
と
し
て
苦
難
的
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
は
複
合
的
な
も
の
で
、

性
格
的
な
も
の
（『
詩
学
』
第
二
十
四
章
）
に
満
ち
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
し
か
し
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
そ
の
評
価
に
は
新
た
な
精
神
を
吹
き
込

ん
だ
。
彼
が
言
う
に
は
『
イ
リ
ア
ス
』
を
書
い
た
と
き
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
才
が
最
高
潮
に
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
劇
的
で
、
生
き
生
き
し
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
』
は
物
語
的
な
も
の
が
支
配
的
に
な
り
、
年
老
い
た
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
性
格
に
変
貌
し
、「
そ

れ
ゆ
え
に
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
け
る
ホ
メ
ロ
ス
は
沈
み
行
く
夕
陽
に
な
ぞ
ら
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
彼
の
偉
大
さ
は
激
情
を
欠
い
た
も

の
と
し
て
あ
る
の
だ
。
…
…
こ
こ
で
、
私
は
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
の
な
か
の
嵐
や
キ
ュ
ク
ロ
ー
プ
ス
人
や
そ
の
他
類
似
の
話
を
忘
れ
ず
に
話

し
て
い
る
の
だ
。
老
齢
の
問
題
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ホ
メ
ロ
ス
の
老
齢
に
つ
い
て
の
こ
と
で
も
あ
る
。」ロ
ン
ギ
ヌ
ス
が
文

学
の
愛
に
通
じ
合
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
、
そ
れ
が
幾
世
紀
に
わ
た
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
が
、
今
度
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
が
観
察
し
て
、

そ
の
『
日
記
』（
一
七
六
二
年
九
月
三
日
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
の
第
九
章
は
古
典
に
お
い
て
最
も
素
晴
ら
し
い
瞬
間
の
一
つ
で
あ
る
。
現
在
ま
で
美
的
文
章
を
批
評
す
る
に
は
、
私
が
熟
知
し
て

い
る
の
が
二
通
り
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
明
晰
な
美
は
確
実
な
解
剖
に
よ
っ
て
示
す
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
弾
き
出
た
ひ
ら
め
き
だ
と
い

う
。
も
う
一
つ
は
、
不
意
の
驚
愕
あ
る
い
は
一
般
的
な
賛
辞
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
後
に
何
の
余
韻
も
残
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
は
わ
た
し
に
三
つ
目
の
美
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
一
人
で
読
み
ふ
け
て
感
じ
る
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こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
彼
ら
が
ど
ん
な
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
彼
が
ど
ん
な
に
彼
ら
と
通
じ
合
っ
て
い
た
の
か
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

意
味
深
い
こ
と
に
、
ギ
ボ
ン
は
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
批
評
の
パ
ワ
ー
を
跡
付
け
て
、
そ
れ
に
あ
や
か
り
感
情
を
こ
め
て
読
者
に
霊
感
を
吹
き
込

む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
彼
の
内
面
に
は
偉
大
な
作
家
が
喚
起
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ポ
ー
プ
も
有
名
な
賛

辞
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

汝
、
自
由
奔
放
な
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
よ
、
大
い
な
る
九
つ
の
女
神
よ
、

批
評
家
に
詩
人
の
霊
感
と
狂
気
を
恵
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
、

敬
虔
な
熱
望
を
も
っ
て
信
じ
た
だ
け
に
、
熱
狂
的
な
審
判
と
、

激
高
た
る
語
り
の
な
か
、
つ
ね
に
適
正
で
正
確
さ
を
。

彼
ら
の
示
し
た
実
例
が
彼
ら
の
法
則
を
強
化
し
、

そ
し
て
そ
れ
自
身
が
自
ら
描
い
た
崇
高
そ
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
。

（『
批
評
論
』
一
七
〇
九
年
）。

エ
ピ
ロ
ー
グ

か
く
し
て
、
単
一
の
流
れ
と
し
て
古
典
文
学
批
評
を
述
べ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
文
学
批
評
」
と
い
う
用
語
そ
れ

自
体
が
、
無
限
に
開
か
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
古
典
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
確
実
に
応
用
で
き
る
よ
う
な
切
札
は
な
く
、
む
し
ろ
一
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領
域
に
属
し
て
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
違
う
タ
イ
プ
の
言
説
だ
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
概
括
的
に
い
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
文
学
批
評
を

二
つ
の
種
類
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
哲
学
的
で
、
も
う
一
つ
は
修
辞
学
的
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
紀
元

前
五
世
紀
末
に
定
着
し
て
い
た
が
、
当
時
、
修
辞
学
の
伝
統
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
世
界
に
お
い
て
そ

れ
を
教
育
の
発
展
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
修
辞
学
と
教
育
は
密
接
に
批
評
の
歴
史
に
結
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
批

評
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
批
評
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
彼
ら
の
後
ろ
に
聳

え
立
っ
て
い
た
の
は
巨
人
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
た
。

一
方
、
恐
ら
く
真
の
文
学
批
評
と
は
狭
義
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
き
め
細
か
な
文
体
の
分
析
活
動
だ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
同
じ
よ
う
に
、
古
典
批
評
に
お
け
る
哲
学
の
伝
統
だ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
始
ま
り
は
前
期
古
代

ギ
リ
シ
ア
詩
人
た
ち
と
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
の
非
凡
な
論
文
の
省
察
に
あ
る
の
で
あ
り
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ら
古
代
批
評
家
た
ち
が

人
間
活
動
と
し
て
の
文
学
研
究
の
た
め
、
不
朽
な
貢
献
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。「
な
ぜ
古
典
を
読
む
の
か
」と
い
う
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
に
お

い
て
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ビ
ー
ノ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
古
典
の
本
と
は
、
未
だ
か
つ
て
語
り
尽
く
し
た
こ
と
の
な
い
、
か
つ
語
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
古
典
の
本
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
継
が
れ
て
き
た
、
か
つ
て
昔
の
読
書
の
足
跡
と
、
わ
れ

わ
れ
に
も
た
ら
し
て
き
た
、
古
人
た
ち
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
文
明
と
、
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
目
覚
め
て
き
た
か
の
足
跡
で

７
）

あ
る
」

と
。
こ
の
二
つ
の
考
え
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
諸
古
典
文
献
を
巡
っ
て
古
典
文
学
批
評
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
所
存
で
あ
る
。

注

１
）

T
.
S
.
E
liot,

T
h
e U

se o
f
 
P
o
etry

 
a
n
d
 
th
e U

se o
f
 
C
riticism

(L
o
nd
on,
1933),

P
.141.

２
）

T
.
T
o
dorov

,
In

tro
d
u
ctio

n
 
to
 
P
o
etics,

tran
s.
R
.
H
o
w
a
rd
(B
righ
ton
,
1981).

X
x
iii.
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３
）

A
risto

pha
nes,

T
h
esm

o
p
h
o
ria

zu
sa
e
(o
r T
h
e P
oet an

d the W
om
an
),
tra
ns.
D
.B
a
rrett

(L
o
nd
on
,
1964),

lin
es 146 -67.

I ha
ve

 
u
sed the sa

m
e tra

nsla
tio
n f o
r ex
tra
cts q

uoted fro
m
 
the F

rogs.

（
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
作
品
の
和
訳
に
は
、『
女
だ
け
の
祭
り
』（
あ
る
い

は
「
詩
人
と
女
」）
が
あ
る
（
呉
茂
一
、
人
文
書
院
、
一
九
六
一
）。

４
）

こ
の
要
約
はE

.
B
elfio

re

に
よ
る
も
の
で
あ
る
（T

ra
g
ic P

lea
su

res:
A
risto

tle o
n
 
P
lo
t a

n
d
 
E
m
o
tio

n
.
P
rinceto

n,
1992.

p
.48.

）。

５
）

こ
の
注
は
訳
者
に
よ
る
）ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
元
の
具
体
的
な
言
葉
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。「
詩
人
は
、
画
家
や
そ
の
ほ
か
の
似
像
作
者
と

同
じ
よ
う
に
再
現
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
次
の
三
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
つ
ね
に
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、（
ａ
）
過
去
に
そ
う

で
あ
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
現
在
そ
う
で
あ
る
も
の
、（
ｂ
）
人
々
が
そ
う
で
あ
る
と
語
っ
た
り
、
考
え
た
り
し
て
い
る
も
の
、（
ｃ
）
そ
の
よ
う
に
あ

る
べ
き
も
の
」。『
詩
学
』（
松
本
仁
助
・
岡
道
夫
訳
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
（
九
十
六
頁
）。

６
）

A
.
D
.
N
uttall,

W
h
y
 
D
o
es T

ra
g
ed

y
 
G
iv
e P

lea
su

re?
(O
x
ford,

1996).
p.38.

７
）

Ita
lo C
a
lvino

,
‘W
h
y R
ea
d the C

la
ssics?’

in T
h
e L

itera
tu
re

 
M
a
ch

in
e,
tran
s.
P
.
C
rea
gh
(L
on
do
n,
1987),

p
p.125 -34.

訳
者
あ
と
が
き

本
論
は
、C

la
ssica

l L
itera

ry C
riticism

(P
enguin B

ook
s,2000)

の‘Introduction’

の
全
訳
で
あ
る
。
日
本
語
へ
の
訳
出
に
お
い

て
、
元
の
『
古
典
文
学
批
評
』
の
「
序
説
」
に
あ
た
る
論
文
を
切
り
離
し
、
そ
の
論
文
の
題
名
「Introduction

」
を
用
い
て
も
タ
イ
ト
ル
に

な
ら
な
い
の
で
、
著
者
に
依
頼
し
て
「W

estern L
iterary C

riticism
 
and its C

lassical O
rigins

」
を
つ
け
て
も
ら
い
、
ま
た
「
プ
ロ

ロ
ー
グ
」、「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
な
ど
複
数
の
箇
所
に
も
手
を
加
え
て
も
ら
っ
て
、
現
在
の
翻
訳
さ
れ
た
形
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

著
者
の
ペ
ネ
ロ
ペ
・
マ
レ
ー
（P

enelope M
urray

）
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
ニ
ュ
ー
ナ
ム
・
カ
レ
ッ
ジ
で
古
典
文
学
博
士
学
位
を
取
得
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
セ
ン
ト
・
ア
ン
ナ
カ
レ
ッ
ジ
で
研
究
を
し
た
あ
と
、
ウ
ォ
ー
リ
ッ
ク
大

学
古
典
学
科
の
創
立
者
の
一
人
と
な
り
、
そ
こ
で
数
年
教
鞭
を
取
っ
た
。
現
在
彼
女
は
主
と
し
て
古
典
詩
学
と
古
典
の
思
想
に
お
け
る
創
造
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性
、
と
り
わ
け
神
話
と
隠
喩
に
お
け
る
表
現
に
注
目
し
、
西
欧
世
界
が
ど
の
よ
う
に
古
典
の
伝
承
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
か
を
研
究
し

て
い
る
。
彼
女
の
執
筆
テ
ー
マ
は
広
範
囲
に
わ
た
り
、
ム
ー
サ
と
古
典
の
想
像
力
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
概
念
を
含
め
、
著
作
に
は

G
en

iu
s:

th
e H

isto
ry o

f a
n
 
Id

ea
(B
lack

w
ell 1989);

P
la
to o

n P
o
etry

(C
am
bridge 1996);

C
la
ssica

l L
itera

ry C
riticism

(new
 

P
enguin ed.2000);

M
u
sic a

n
d
 
th
e M

u
ses

:
th
e C

u
ltu

re o
f M

o
u
sik

e in
 
th
e C

la
ssica

l A
th
en

ia
n
 
C
ity
(ed.w

ith P
.W
ilson,

O
x
ford 2004)

な
ど
多
数
あ
る
。

二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
、
わ
た
し
は
本
学
の
在
外
研
修
を
利
用
し
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
研
究
を
し
、
そ
の
な
か
東
西
詩

学
の
比
較
研
究
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
日
本
の
大
学
向
き
の
西
洋
古
典
文
学
批
評
に
つ
い
て
簡
潔
な
解
説
に
は
、
ど
う
い
う
も
の

が
あ
る
の
か
と
読
み
比
べ
て
選
択
し
た
結
果
、
最
も
適
し
た
の
は
、『P

lato on P
oetry

(C
am
bridge 1996)

』
の
「
序
説
」（
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
出
版
）
と
、
こ
の
『C

lassical L
iterary C

riticism
(new P

enguin ed.2000)

』
の
「
序
説
」
で
あ
っ
た
。
著
者
の
ペ
ネ
ロ
ペ
・

マ
レ
ー
は
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
学
の
原
典
の
解
析
と
翻
訳
の
第
一
人
者
だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
「
序
説
」
に
お
い
て
、
確
実
な
原
典

の
基
礎
に
基
づ
き
、
西
洋
文
化
の
基
盤
を
形
作
っ
た
膨
大
な
古
典
を
概
観
し
な
が
ら
、
新
た
な
解
釈
を
施
し
た
と
こ
ろ
が
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
岩
波
文
庫
に
匹
敵
す
る
ペ
ン
ギ
ン
出
版
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
と
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
会
の
古
典
シ
リ
ー
ズ
は
、
定
番
の

教
科
書
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
き
た
だ
け
に
、
古
典
の
基
礎
と
し
て
も
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
彼
女
の
数
々

の
解
釈
と
見
解
は
、
欧
米
に
お
い
て
文
学
を
解
釈
や
理
解
す
る
う
え
で
、
重
要
か
つ
主
要
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
日
本
に

お
い
て
数
少
な
い
専
門
家
を
除
き
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
東
西
の
西
洋
古
典
文
学
批
評
に

ま
つ
わ
る
諸
事
情
を
鑑
み
、
氏
の
論
文
を
訳
出
し
た
が
、
諸
読
者
の
西
洋
古
典
文
学
な
い
し
現
代
西
洋
文
学
・
文
化
に
関
す
る
理
解
に
、
ひ

い
て
は
、
日
本
の
西
洋
受
容
に
再
認
識
に
お
い
て
少
し
で
も
役
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
原
文
に
引
用
さ
れ
た
古
典
諸
作
品
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
既
存
の
諸
和
訳
を
利
用
か
、
ま
た
は
訳
し
直
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ

こ
で
先
行
の
訳
者
た
ち
に
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、そ
れ
ら
を
一
々
明
記
す
る
の
を
省
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
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