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か
ら
ず
」
式
の
、
お
つ
に
す
ま
し
た
全
体
主
義
に
し
ろ
、
カ
リ
ス

マ
の
支
配
す
る
熱
狂
的
な
全
体
主
義
に
し
ろ
、
そ
の
全
体
主
義
が

ね
。
要
す
る
に
そ
こ
に
も
、
教
室
に
欠
け
て
い
る
も
の
、
自
由
な

批
評
性
と
、
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
自
由
な
共
向
性
と

い
う
も
の
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
さ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
空
間
と
い
う
も
の
は
別
な

原
理
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

t
思
う
。
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
を
息
づ
か
せ

て
い
る
も
の
は
、
ス
テ
ー
ジ
へ
の
客
席
の
集
中
と
い
う
原
理

t
客

席
、
て
の
テ
ー
ブ
ル
を
か
こ
ん
で
の
お
し
ゃ
べ
り
が
も
っ
白
由
な
批

評
性
の
原
理
と
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
交
互
に
く
り
か
え

さ
れ
て
ゆ
く
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
。

聞
い
た
歌
や
演
奏
は
す
ぐ
に
批
評
に
移
さ
れ
る
。
同
じ
テ
l
ブ

ル
を
か
、
』
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
、

誰
だ
っ
て
す
ぐ
に
横
や
向
か
い

に
座
っ
て
い
る
同
席
者
に
そ
の
と
き
え
た
感
動
な
り
印
象
を
話
し

た
く
な
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
い
く
つ
も
の
小
さ
な
同
心
円
が
全

体
と
し
て
ス
テ
ー
ジ
を
半
円
型
を
描
い
て
か
・
』
ん
で
い
る
と
い
1
フ

構
造
に
よ
っ
て

ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
は
客
席
に
い
る
者
同
士
が
ス

テ
1
ジ
に
対
す
る
お
互
レ
の
態
度
や
反
応
を
見
る
、

の
だ
。
参
加
者
は
、
原
理
的
に
孤
独
な
個
人
と
し
て
一
対
一
の
関

て
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
さ
。
教
室
の
雰
囲
気
は
自
由
な
批

評
性
に
満
ち
満
ち
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
深
く
友

情
の
気
分
に
ひ
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
の
教
室
で
の
私
語
の
よ

う
な
こ
と
は
な
い
ん
だ
(
も
っ
と
も
君
は
、
今
日
の
学
校
の
教
室

を
脅
か
し
て
い
る
私
語
と
い
う
や
つ
の
恐
る
べ
き
攻
撃
性
を
知
ら

な
い
だ
ろ
う
が
ね
。
教
師
の
ニ
一
一
口
葉
の
攻
撃
性
に
も
の
の
み
ご
と
に

対
応
し
て
、
そ
れ
は
徹
底
的
に
教
師
の
存
在
を
無
視
し
、
教
室
と

い
う
場
を
無
視
し
て
、
テ
!
?
を
無
視
し
、
完
全
に
場
違
レ
の
自

分
た
ち
の
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
に
な
る
の
さ
。
そ
こ
に
は
、
共
同

性
の
セ
ン
ス
は
一
か
け
ら
も
な
い
ん
だ
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
教
師

の
言
葉
が
教
室
を
一
つ
の
共
同
世
界

t
感
じ
る
こ
と
に
は
な
か
ら

絶
望
し
て
い
る
の
と
閉
じ
に
ね
)
。
集
中
す
べ
き
と
き
は
集
中
で

き
、
相
手
の
話
を
聞
こ
う
と
す
る
真
剣
な
関
心
に
満
ち
て
い
て
、

し
か
し
、
適
切
な
と
き
を
選
ん
で
、
そ
の
相
手
の
話
に
自
由
な
批

評
を
加
え
る
と
い
う
形
、て
、
自
分
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
、
て
テ
!
?
に

沿
っ
た
さ
さ
や
き
声
の
会
話
を
お
こ
な
う
こ
と
も
で
き
る
屈
伸
性

を
も
っ
て
い
る
の
だ
。

我
が
空
想
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
は
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
空

間
原
理
を
自
分
の
〈
教
室
v

空
間
原
理
と
し
て
実
現
す
る
。
そ
う

係
で
ス
テ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
場
を
共
有

し
あ
っ
て
い
る
人
間
た
ち
と
し
て
自
由
な
共
同
性
の
関
係
で
相
互

ス
テ
ー
ジ
に
対
し
て
い
る
の
だ
。

ス
テ
ー
ジ
の
側
だ
っ
て
こ
う
し
た
場
の
あ
り
方

に
た
い
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
い
う
場
を
も
の
に

に
結
ば
れ
な
が
ら
、

当
然
な
が
ら
、

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
は
ス
テ
ー
ジ
は
実
は
一
歩
も
進
行
し

な
い
し
、

ス
テ
ー
ジ
の
進
行
は
ま
さ
に
場
を
も
の
に
し
て
ゆ
く

歩
一
歩
の
過
程
だ
。

そ
、
回
か
ら
、

ラ
イ
プ
ハ
ウ
ス
を
特
徴
づ
け
る

ス
テ
ー
ジ
と
客
席
の
あ
の
生
き
生
き
と
し
た
批
評
的
な
掛
け
あ

ぃ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
、
原
理
的
に
対
話
的
な
ス

テ
ー
ジ
の
進
行
、
等
々
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
だ
。

そ
う
し
た
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ら
で
は
の
特
徴
と
魅
力
こ
そ
が
、

実
は
ま
さ
に
我
が
空
想
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
が
モ
デ
ル

t

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
教
室
〉
の
原
理
で
は
な
い
の
か
。
ぼ
く

は
こ
う
考
え
る
わ
け
な
ん
だ
よ
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
文
字
通
り
、
た
と
え
ば
君
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ

ス
が
そ
の
ま
ま
〈
教
室
〉
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
さ
。
も

ち
ろ
ん
、
飲
む
の
も
、
タ
バ
コ
ぞ
ふ
か
す
の
も
自
由
で
、
テ
l
ブ

ル
の
配
置
も
い
つ
も
ど
お
り
で
、
要
す
る
に
一
つ
の
ラ
イ
ブ

k
し

ぼ
く
は
主
張
し
た
い
ん
だ
。

そ
し
て
、
そ
う
主
張
し
た
い
ば
く
の
気
持
の
根
っ
子
の
と
こ
ろ

に
は
、
そ
も
そ
も
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
的
空
聞
を
誰
も
が
生
活
の
な
か

に
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
あ
る
ん
だ
。

月
に
、
最
低
二
回
は
、
週
末
や
休
日
の
少
し
気
持
の
う
え
で
ゆ

っ
た
り
で
き
る
日
の
夜
に
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
で
か
け
る
。
そ
こ
で

は
、
も
ち
ろ
ん
音
楽
も
や
っ
て
い
る
り
れ

E
、
音
楽
だ
け
じ
ゃ
な

い
ん
だ
。
詩
の
朗
読
や
、
演
劇
の
一
場
面
の
朗
読
が
あ
っ
た
り
、

ビ
デ
オ
や
ス
ラ
イ
ド
っ
き
の
旅
の
報
告
や
現
場
報
告
、
い
わ
ば
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
ラ
イ
ブ
が
あ
っ
た
り
し
て
も
い
い
。
そ
う
い
う

さ
ま
ざ
ま
な
ラ
イ
ブ
は
、
そ
れ
を
や
る
人
間
に

t
つ
て
は
も
ち
ろ

ん
自
己
表
現
だ
が
、
そ
れ
を
聞
く
人
間
た
ち
に
と
っ
て
は
、
く
だ

け
て
い
え
ば
、
う
ま
い
酒
を
飲
む
た
め
の
つ
ま
み
な
ん
だ
。

〈
場
〉
に
よ
っ
て
、
ぼ
く
た
ち
の
飲
み
方
は
大
い
に
変
わ
る
だ
ろ
。

話
す
こ
と
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
話
を
、
そ
の
〈
場
〉
の
せ

い
で
、
思
わ
ず
し
て
し
ま
っ
た
っ
て
こ
と
は
何
度
も
あ
る
よ
。
ぼ

く
た
ち
の
、
友
人
同
士
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
を

は
か
る
仕
掛
瑚
け
に
満
ち
た
〈
場
〉
が
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
な
ん
だ
。
ま

ず
な
ん
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
音
楽
だ
と
思
う
け

E
、
誰
か
の
心

100 空想、ミュージック・スクールに関する三通の子紙101 
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を
ぼ
く
た
ち
の
な
か
に
投
げ
込
ん
で
も
ら
う
。
す
る
と
、
ぼ
く
た

ち
の
心
は
当
然
な
が
ら
高
揚
し
だ
す
。
生
命
が
生
命
を
触
発
す
る

ん
だ
。
ラ
イ
ブ
っ
て
い
う
の
は
、
つ
ま
り
は
そ
の
こ
と
だ
ろ
う
。

生
命
の
相
互
触
発
さ
。
そ
し
て
、
そ
の
高
揚
の
な
か
で
ぼ
く
た
ち

は
酒
を
飲
み
、
話
を
す
る
。
そ
れ
は
最
高
の
飲
み
方
だ
と
思
う
ね
。

月
に
、
最
低
二
回
は
そ
ん
な
ふ
う
に
酒
を
友
達
と
飲
み
た
い
ね
。

少
な
く
と
も
ぼ
く
は
。

ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、
ぼ
く
た
ち
自
身
か
ら
し
て
そ
う
し
た
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
〈
場
〉
を
生
活
の
な
か
に
あ
ま
り
に
持
つ
て
な
い

ん
だ
。
あ
ま
り
な
ん
で
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
。
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
だ
。

で
は
、
今
我
が
青
年
た
ち
諸
君
は
ど
う
か
。

面
白
い
話
が
あ
る
ん
だ
。
こ
の
ま
え
、
ぼ
く
は
何
人
か
の
音
楽

好
き
の
学
生
た
ち
と
話
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
話
題
が
バ
ン
ド
・

ブ
l
ム
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
話
に
な
っ
た
ん
だ
。
詳
し
い
w

議
論
の
や
り
と
り
の
経
過
は
省
く
け
ど
、
ぱ
く
が
そ
こ
で
最
後
に

彼
女
た
ち
に
聞
い
た
こ
と
は
つ
ぎ
の
こ
と
さ
。
バ
ン
ド
を
つ
く
っ

て
楽
し
む
、
バ
ン
ド
を
組
ん
で
暮
し
て
ゆ
く
、
バ
ン
ド
が
集
ま
っ

て
友
人
た
ち
を
呼
ん
で
ラ
イ
ブ
を
や
る
、
そ
こ
に
は
独
特
な
楽
し

い
い
か
え
る
と
、
今
日
の
青
年
に

一
つ
の
ス
ペ
ー
ス
、
〈
場
v
を

た
ん
に
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
形
成
す
る
力
を
教
育

し
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
、
そ
う
や
っ
て
日
本
の
社
会
の
な
か
で
ラ

つ
ま
り
、
暮
し
の
伝
統

イ
ブ
ハ
ウ
ス
の
空
聞
を
一
つ
の
文
化
に
、

に
変
え
て
ゆ
く
仕
事
が
あ
る
っ
て
わ
け
さ
。

そ
の
仕
事
の
一
つ
の
仕
掛
け
、
作
戦
と
し
て
、
ぼ
く
の
空
想
ミ

ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
ア
イ
デ
ア
を
採
用
し
て
み
る
気
が
君

に
は
な
い
か
な
。

ぞ
れ
が
今
日
ぱ
く
が
君
に
話
し
た
い
こ
と
。

も
っ
と
話
す
は
ず
の
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
が
、
そ
れ
は
君
の
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
出
か
け
た
と
き
の
こ

t
に
し
よ
う
。

第
三
の
手
紙

あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
ヘ

あ
て
た
手
紙

突
然
で
す
が
、
お
子
紙
さ
し
あ
げ
ま
す
。

こ
の
あ
い
だ
の

W
市
で
の
あ
な
た
の
ラ
イ
ブ
に
出
か
け
、
歌
を

聞
き
、
ま
た
こ
の
点
が
な
ん
と
い
っ
て
も
小
さ
な
ラ
イ
ブ
の
良
さ

さ
や
人
間
関
係
の
持
ち
方
、
暮
す
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思

う
の
だ
け
れ
ど
、
バ
ン
ド
・
ブ
1
ム
が
去
る
と
と
も
に
、
そ
う
い

う
経
験
ま
で
も
流
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
い
。
そ
れ
と
も
、

応
音
楽
的
流
行
と
し
て
は
バ
ン
ド
・
ブ
l
ム
は
去
っ
た
に
し
て
も
、

暮
し
方
の
イ
メ
ー
ジ
、
生
活
の
楽
し
み
方
の
イ
メ
ー
ジ
、
友
人
関

係
の
あ
り
方
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
無
視
し
え
な
い
影
響
を
バ

ン
ド
・
プ
1
ム
は
今
の
青
年
に
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
っ
て
ね
。

学
生
た
ち
の
答
は
は
か
ば
か
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ね
。
バ

ン
ド
・
ブ
1
ム
が
も
っ
と
底
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
ぱ
く
の

い
う
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
を
必
要
不
可
欠
の
生
活
の
要
素
と
し
て
組
み

込
ん
だ
暮
ら
し
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
っ

t
若
者
の
な
か
に
響
き
あ
う

も
の
を
見
い
だ
せ
た
と
思
う
の
だ
が
。
残
念
な
こ
と
だ
け

E
。

文
化
っ
て
い
う
も
の
は
生
活
の
あ
り
方
・
送
り
方
を
規
定
す
る

カ
と
し
て
は
ま
さ
に
「
伝
統
」
を
形
成
す
る
力
を
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
伝
統
を
形
づ
く
れ
な
い
文
化
は
、
舶
来
の
装
飾
品
、
で

は
あ
り
え
て
も
実
は
文
化
、で
は
な
い
よ
ね
。

す
る
と
、

W
市
で
ほ
ん
の
二
、
三
軒
し
か
な
い
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス

の
、
そ
の
一
つ
を
今
も
が
ん
ば
っ
て
経
営
し
て
い
る
君
に
は
ラ
イ

ブ
ハ
ウ
ス
を
伝
統
に
変
え
る
文
化
的
責
務
が
あ
る
っ
て
わ
け
さ
。

で
す
が
、
少
し
あ
な
た
と
話
す
機
会
も
も
て
、
ぼ
く
は
と
て
も
い

い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
ぼ
く
が
漠
然
と
考
え
感
じ
て

き
た
い
く
つ
か
の
こ
と
が
そ
の
経
験
を
通
し
て
一
歩
歩
み
を
進
め

て
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
り
だ
し
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
ぜ
ひ

聞
い
て
も
ら
い
た
い
こ
と
が
い
く
つ
か
ぼ
く
の
な
か
に
生
ま
れ
ま

-
し
れ
へ
。

歌
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
や
可
能
性
の

う
ち
の
一
つ
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
ぼ
く
は
あ
な
た
の

歌
っ
た
い
く
つ
も
の
歌
の
う
ち
で
特
に
あ
な
た
が
ポ
ブ
・

7
1
リ

イ
の
死
を
悼
ん
で
つ
く
っ
た
歌
に
今
回
は
特
別
な
印
象
を
持
ち
ま

し
た
。
ぼ
く
は
、
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
こ
ん
な
遊
び
を
思
い
つ
い

た
の
で
す
。
そ
の
遊
び
に
つ
い
て
、
ま
ず
あ
な
た
に
話
し
た
い
と

思
う
の
で
す
。

そ
の
歌
は
・
』
う
い
う
歌
詞
で
し
た
ね
。

ボ
ブ
・
マ

l
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た

ガ
ン
ジ
ャ
・
マ
ウ
ン
テ
ン
の

い
た
だ
き
へ

ポ
ブ
・

7
1
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た
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ア
フ
リ
カ
・
マ
ウ
ン
テ
ン
の

て
っ
ぺ
ん
だ

(
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
l
ウ、

. . 
) 

71< 

欲
し
い
の
は

71< 

71< 

水

水

ど
う
ぞ

お
気
に
と
め
な
い
で

疲
れ
た
振
り
し
て
る
だ
け

ど
う
せ

明
日
に
な
れ
ば

幸
せ
っ
て
ふ
り
し
て
る

レ
ト

ヴ
ノ

水

欲
し
い
の
は

71< 

71< 

ボ
ブ
・

7
1
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た

女
た
ち
が

泣
い
て
ま
す
ぜ

女
た
ち
が

泣
い
て
ま
す
ぜ

女
た
ち
が

泣
い
て
ま
す
ぜ

(
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
ウ
、
ウ
オ
l
ウ
、
:
・
)

欲
し
い
の
は

71< 

71< 

水

71< 

ポ
ブ
・
マ

l
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た

104 

る
と
い
う
意
味
、
て
。
神
な
ら
ぬ
、
「
死
す
べ
き
者
」
た
る
人
間
に
と

っ
て
愛
す
る
者
と
の
別
れ
は
避
け
る
わ
け
に
ゆ
か
れ
刷
、
い
わ
ば
人

生
の
条
件
、
て
す
も
の
ね
。

「
ボ
ブ
・
マ

1
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
歌
う
と
き
、
ぼ
く

た
ち
は
同
時
に
そ
こ
に
自
分
の
経
験
を
無
意
識
の
う
ち
に
重
ね
あ

わ
せ
、
も
は
や
語
り
得
る
言
葉
は
一
言
と
て
な
く
、
た
だ
「
い
っ

ち
ゃ
っ
た
」
と
歌
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
生
の
あ
る
瞬
間
を
感

情
の
う
え
で
生
き
直
す
の
で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ

の
フ
レ
ー
ズ
は
「
い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
部
分
に
お
い
て
む
し

ろ
積
極
的
に
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
歌
わ
れ
る
こ

と
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
か
な
、
と
ぼ
く
は
感
じ
ま
し
た
。
す

っ
か
り
し
ょ
げ
返
っ
た
よ
う
に
も
、
悲
鳴
を
あ
げ
る
よ
う
に
も
、

何
か
を
に
ら
み
す
え
な
が
ら
怒
っ
た
よ
う
に
も
、
さ
さ
や
く
よ
う

に
も
、
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
も
。

あ
な
た
の
歌
い
方
は
実
に
説
得
力
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
同
時
に
、

あ
な
た
は
こ
う
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ

は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ
こ
そ
好
き
勝
手
に
、
そ
れ
肝
ぞ
れ
の
フ
ィ

ー
リ
ン
グ
で
、
そ
の
時
の
気
分
、
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
自
由

に
歌
っ
て
い
い
ん
だ
よ
と
。
む
し
ろ
自
分
は
そ
れ
を
求
め
て
い
る

(
加
川
良
『
。
ロ
巾
』

「
ア
イ
&
ア
イ
」
よ
り
)

ぱ
く
の
言
語
能
力
、
て
は
'
』
の
歌
の
調
べ

そ
の
音
そ
の
も
の
に

つ
い
て
適
切
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
と
て
も
残
念
で
す
。

ま
さ
に
ア
フ
リ
カ
・
マ
ウ
ン
テ
ン
の
項
か
ら
果
て
し
な
く

E
こ
ま

で
も

E
こ
ま
で
も
ボ
ブ
・
マ

l
リ
ィ
の
魂
が
昇
天
し
て
い
く
、
そ

の
感
じ
、
村
の
乾
い
た
大
地
か
ら
、

女
た
ち
ゃ
男
た
ち
の
魂
の
底

か
ら
湧
き
い
て
、

そ
し
て
は
る
か
に
天
に
消
え
て
ゆ
く
嘆
き
、
そ

れ
を
伝
え
る
、
身
体
の
底
か
ら
し
ぼ
り
だ
さ
れ
な
が
ら
伸
び
や
か

に
は
る
か
に
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
あ
な
た
の
声
が

印
象
的
で
し
た
。

ば
く
を
打
っ
た
の
は
、
』
の
歌
詞
の
シ
ン
プ
ル
き
で
し
た
。

「
ボ
ブ
・
マ

l
リ
ィ
が

い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
、

こ
の
単
純
素
朴
な

一
同
葉
に

人
は
無
限
の
思
い
を
込
め
る
こ
と
が
、
で
き
る

し
か
し

し
、
だ
か
ら
、
実
に
さ
ま
、
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
こ
の
言

葉
を
歌
え
ま
す
ね
。

「
い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
に
と
っ
て
も
の
す
ご
く

普
遍
的
な
言
葉
、
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
激
し
い
喚
起
力
を
も
っ
て
い

ん
だ
と
。
そ
う
し
た
印
象
が
ぼ
く
に
は
た
い
へ
ん
新
鮮
で
し
た
。

こ
の
歌
を
あ
な
た
は
ひ
と
り
で
歌
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
歌
は
本

質
的
に
複
数
の
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
歌
で
す
ね
。
さ
ま

ざ
ま
な
声
が
そ
こ
に
響
き
あ
っ
て
、
そ
れ
が
き
っ
と
な
ん
と
も
い

カ1 え

l必
迫

こ力
こと
で魅
い 力
うを

本告
質歌
的で
は す

単ね
純 0

5 歌

l現
Li 示

安富
町ノ 1t 

75単

ナ哲

い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
の
よ
う
に
人
生
の
真
実
を
一
言

、
て
要
約
し
て
い
る
言
葉
だ
と
い
う
意
味
で
す
が
ー
ー
そ
の
こ
と
を

要
求
し
、
ま
た
可
能
に
す
る
と
ぼ
く
は
感
じ
ま
し
た
。

欲
し
い
の
は

マ
l
リ
ィ
が

水

71< 

71< 

ァド

水
」
と
い
う
リ
フ
レ

ン
は
最
高
で
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
も
激
し
い
喚
起
力
を
も
っ
た

フ
レ
ー
ズ
と
し
て
ぼ
く
た
ち
に
追
っ
て
く
る
し
、
ま
た
ぼ
く
は
三

回
く
り
か
え
さ
れ
る
「
女
た
ち
が
泣
い
て
ま
す
ぜ
」
の
フ
レ
ー

ズ
も
た
い
へ
ん
気
に
入
り
ま
し
た
。

あ
な
た
の
こ
の
歌
が
ぼ
く
に
と
っ
て
き
わ
め
て
新
鮮
で
あ
っ
た

の
は
、
た
ぶ
ん
、
こ
の
歌
が
人
生
の
い
ち
ば
ん
根
っ
子
に
あ
る
い

わ
ば
原
初
的
な
事
実
(
ま
さ
に
、
死
と
、
生
へ
の
渇
望
と
、
心
を

寄
せ
嘆
い
て
く
れ
る
者
の
存
在
、
つ
ま
り
女
と
い
う
存
在
)
と
そ

こ
か
ら
湧
い
て
く
る
も
っ
と
も
素
朴
で
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
普
遍
的
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な
感
情
を
と
ら
え
て
歌
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
歌
は
、

お
の
ず
と
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
喚
起
し
、
響
か
せ
あ
う
こ
と
ぞ
求
め

る
と
い
う
こ
と
、

そ
の
よ
う
に
声
を
響
か
せ
あ
う
と
い
う
こ
と
の

快
楽
、

そ
れ
を
歌
は
解
放
し
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
、

こ
う
し
た

こ
と
が
ぼ
く
の
問
題
意
識
に
な
っ
た
の
で
す
。

考
え
つ
い
た
遊
び
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
す
。

あ
な
た
の
こ
の
歌
を
ま
ず
テ
l
プ
で
何
回
か
流
し
ま
す
。
数
人

の
学
生
、
で
そ
れ
を
聞
き
ま
す
。

そ
し
て
聞
き
な
が
ら
、
各
学
生
は

即
興
的
に
自
分
が
こ
の
歌
に
ど
う
入
っ
て
ゆ
く
か
守
考
え
ま
す
。

た
と
え
ば

ま
さ
に
「
ボ
ブ
・
マ

l
リ
ィ
が

水

水

欲

し

い

の

は

水

」

、

「

女

た

ち

が

泣

い
て
ま
す
ぜ
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
各
自
が
で
き
る
だ
け
勝
手
な
や
り

い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
、

* 
水

方
で
、

あ
な
た
の
歌
に
か
ぶ
さ
る
形
で
、
歌
う
わ
け
で
す
。

こ
の
と
き
、

二
つ
の
原
則
を
立
て
る
の
で
す
。

第
一
に
、
各
自
が
掛
け
あ
い
的
H
即
興
的
に
あ
な
た
の
歌
の
フ

レ
ー
ズ
を
自
分
流
儀
で
歌
う
場
合
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
歌
い
方
か

ら
、
で
き
る
だ
け
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
勝
手
で
あ
れ
ば
勝

子
で
あ
る
程
良
い
と
い
う
こ
と
。
さ
ま
ざ
ま
な
調
子
の
「
い
っ
ち

ゃ
っ
た
」
が
あ
な
た
の
「
い
っ
ち
ゃ
っ
た
」
に
か
ぶ
さ
っ
て
く
る

の
で
す
。
ま
た

あ
る
学
生
は
あ
な
た
が
「
水

と
リ
ズ

ム

を
刻
ん
で

る
と
き

-、
水
」

で
は
な

て水

水」

ま
る
で
狼

7]'< 

106 

ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

あ
な
た
の
こ
の
歌
な
ら
き
っ

t
で
き
る
と
ぽ
〈
に
は
思
え
た
の

で
す
。歌

詞
の
シ
ン
プ
ル
さ

l
l
た
ん
に
シ
ン
プ
ル
と
い
う
意
味
、
て
は

な
く
て
、

j

，

、

く
り
か
え
し
に
な
り
ま
す
U
ど

人
生
の
原
初
的
な
根

つ
子
の
事
実
を
簡
潔
に
提
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
シ
ン
プ

ル
と
い
う
こ
と
で
す

l
ー
が
、
逆
に
声
の
多
様
性
を
、

そ
れ
が
お

の
ず
と
語
っ
て
し
ま
う
そ
の
人
間
の
根
っ
子
に
あ
る
感
情
の
あ
り

方
や
質
を
、
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
の
で
す
。

そ
し
て
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
、
声
を
響
か
せ
あ
う
快
楽
と
い
う

問
題
と
並
ん
で
、

こ
の
声
の
調
子
そ
れ
自
身
が
表
現
し
語
る
も
の

へ
の
感
受
性
と
い
う
問
題
も
、

今
の
ぼ
く
に
と
っ
て
関
心
の
的
と

な
っ
て
い
る
問
題
な
の
で
す
。

ナ
ッ
ト
・
へ
ン
ト
フ
の
青
春
ジ
ャ
ズ
小
説
の
名
作
づ
シ
ヤ
ズ
・

カ
ン
ト
リ
ー
』
に
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
の
小
説
の

中
心
人
物
で
あ
る
黒
人
ジ
ャ
ズ
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ゴ
ッ
ド
フ

リ
ー
が
彼
の
少
年
時
代
の
音
楽
の
師
匠
と
も
い
う
べ
き
盲
目
の
黒

人
ブ
ル
ー
ス
・
ギ
タ
リ
ス
ト
の
チ
ャ
1
リ
l
の
思
い
出
を
語
る
シ

ー
ン
に
出
て
く
る
、
チ
ャ
1
リ
1
の
言
葉
な
ん
で
す
が
。

か
ハ
イ
エ
ナ
の
吠
え
声
の
よ
う
な
「
ウ
オ
ウ
、

ウ
オ
ウ
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
で
応
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、

あ
な
た
の
リ
ズ
ム
よ

り
も
っ
と
早
く
小
刻
み
な
リ
ズ
ム
で
「
水

水

水

っ
か
け
て
ゆ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
女
の
学
生
た
ち
は
「
女
た
ち

品
U

水
」
と
追

泣
い
て
ま
す
ぜ
」
に
対
し
て
、

ソ
プ
ラ
ノ
で
「
女
た
ち
は

泣

い
て
る
ウ
わ
」
と
応
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
別
な
学
生
は
「
水

水

水

水

欲

し

い

の

は

水

」

と

い

う

フ

レ

ー

ズ

を

パ

ッ
ク
に
か
ぶ
せ
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

t
に
か
〈
、
第
一
の
原
則
は
元
の
歌
、

方
か
ら
で
き
る
だ
け
は
ず
れ
る
形
、
て
あ
な
た
の
歌
に
か
か
わ
る
と

つ
ま
り
あ
な
た
の
歌
い

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

し
か
し
、
第
二
の
原
則
は
、
気
持
ち
の
方
は
で
き
る
か
ぎ
り
あ

な
た
の
歌
に
寄
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
心
は
寄
せ
て

ゆ
き
な
が
ら
、

か
ぶ
せ
て
ゆ
く
各
自
の
歌
そ
れ
自
身
は
で
き
る
だ

け
勝
手
を
や
る
の
で
す
。

イ
ン
プ
ラ
ヴ
ア
セ
1
シ
ヨ
ン

要
す
る
に
ジ
ャ
ズ
の
本
質
に
あ
る
即
興
の
精
神
な
の
で

す
が

そ
れ
に
基
づ
い
た
遊
び
を
あ
な
た
の
こ
の
歌
を
使
っ
て
や

「
じ
ゃ
、
な
。
ひ
と
り
ひ
と
り
、
ど
ん
な
ふ
う
に
思
え
た
ん
か
、

言
っ
て
み
な
」
と
、
チ
ャ
l
リ
ー
が
言
っ
た
。
お
れ
は
言
っ

た
さ
。
す
る
と
お
れ
が
言
い
お
わ
っ
て
か
ら
、
じ
い
さ
ん
、

首
を
ふ
っ
た
o

「
ち
が
う
。
ま
ず
、
お
お
よ
そ
、
ち
が
う
ぞ
。

た
ぶ
ん
人
殺
し
だ
ろ
う
と
お
ま
え
さ
ん
の
言
っ
た
男
は
、
こ

の
町
じ
ゅ
う
で
も
い
ち
ば
ん
優
し
い
、
男
の
ひ
と
り
だ
ぞ
。
ど

t

。
そ
フ
、

J
し
か
に
あ
い
つ
は
、
が
な
っ

ん
底
に
は
い
て
も
そ
フ

f

ヵ

た
り
叫
ん
だ
り
し
と
る
が
、
そ
れ
は
活
気
に
あ
ふ
れ
で
い
る

っ
て
し
る
し
だ
。
じ
ぶ
ん
の
中
に
腐
っ
た
感
じ
が
す
る
な

t

思
っ
た
ら
、
あ
い
つ
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
放
り
だ
す
ん
だ
。

だ
か
ら
、
何
ひ
と
つ
あ
い
つ
の
中
に
は
溜
る
っ
て
こ
と
が
な

い
。
で
な
、
お
ま
え
さ
ん
が
こ
の
一
晩
中
、
で
あ
っ
た
い
ち
ば

ん
剣
呑
な
人
物
て
の
は
、
た
い
そ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
ひ
そ

ひ
そ
声
、
て
噛
い
て
た
、
あ
い
つ
だ
よ
。
E
ん
な
に
気
の
抜
け

た
話
し
か
た
だ
っ
た
か
、
ど
ん
な
に
用
心
深
い
話
し
か
た
だ

っ
た
か
、
耳
に
入
れ
と
い
た
か
ね
?
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
」

チ
ャ
1
リ
1
は
話
し
つ
づ
け
た
。
「
お
ま
え
さ
ん
は
、
ミ
ュ

ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
。
そ
し
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
い
う
も
の

は
、
じ
ぶ
ん
の
音
楽
で
言
う
べ
き
こ
と
を
、

つ
ぎ
つ
ぎ
に
た

空想ミュージツク・スクール仁関する三通の手紙
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く
さ
ん
学
ぺ
る
よ
う
に
耳
を
傾
け
な
き
ゃ
い
か
ん
の
だ
。
そ

し
て

じ
ぷ
ん
を
守
る
た
め
に
も
、

耳
を
傾
け
な
き
ゃ
い
か

ん
。
巡
業
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
い
う
の
は

た
い
て
い

見
知
ら
ぬ
町
、
で
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
ん
だ
か
ら
、
誰
を
信

じ
て
い
い
か

誰
を
信
じ
ち
ゃ
い
け
な
い
か

わ
か
ら
な
く

ち
ゃ
い
か
ん
。
活
気
を
い
っ
ぱ
い
も
っ
て
る
連
中
ぞ
信
じ
る

ん
だ
な
。
言
っ
て
る
こ
と
の
そ
の
下
に
耳
を
傾
ル
ト
ト
、
わ

ぜ

ツ
チ

か
る
も
の
だ
。
声
の
調
子
だ
と
か
、
笑
い
か
た
だ
と
か
、
お

ま
え
さ
ん
の
話
を
ど
う
聞
く
か
だ
と
か
、
何
を
お
ま
え
さ
ん

に
尋
ね
る
だ
と
か
な
ど
で
な
。
た
く
さ
ん
方
法
は
あ
ろ
う

い
つ
も
耳
を
傾
け
る
つ

f

:
。

品

u

e
山。

い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は

て
こ
と
だ
。
盲
な
も
ん
だ
か
ら
、

わ
し
は

耳
を
傾
け
る
つ

て
以
外
他
に
何
も
や
れ
な
ん
だ
。
て
も
、
わ
し
は
、
た
い
て

二
、
三
回
会
え
ば
、
本
人
よ
り
も
よ

い
の
人
間
の
、
』
と
は

〈
知

っ
て
る
ぞ
。
お
ま
え
さ
ん
の
こ
と
だ
っ
て
、

い
っ
ぱ
い

知
っ
て
る
。
お
ま
え
さ
ん
に

お
や
じ
も
、

お
ふ
く
ろ
も
い

な
か
っ
た
、

と
い

っ
た
こ
と
を
な
。」

『ジ
ャ
ズ
・
カ
ン
ト
リ
ー
』
木
島
始
訳

品
文
社
)

な
か
な
か
い
い
シ

l
ン
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
チ
ャ

l
リ
!
の

一口う
「
言
っ
て
る
こ
と
の
そ
の
下
に
耳
を
傾
け
り
ゃ

わ
か
る
も

108 

そ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
そ
あ
な
た
は
言
い
ま
し
た
。

勝
手
な
ば
く
は

こ
れ
は
レ
レ
話
を
閉
じ
た
と
、

そ
の
と
き
は

ま
っ
た
く
自
分
を
い
わ
ば
合
理
化
す
る
話
と
し
て
聞
い
た
わ
け
で

す
が

こ
の
あ
な
た
の
話
も
今
の
ぼ
〈
の
問
題
意
識
に
お
お
い
に

関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

問
題
の
中
心
は

ふ
人

ι入
信
p
'
E，ヤ八
p
勺
ノ

L
Hは

ぼ
く
た
ち
の
あ
い
た
て
司
う
ハ台北

4
t司
つ
4
j

が
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
の
か

t
い
う
点
、
で
す
。

カ
ラ
オ
ケ
は
気
違
い
じ
み
た
流
行
ぷ
り
で
す
。

i

、

と
い
う
よ
り

も
う
流
行
を
通
り
こ
し
て
そ
れ
は
ぼ
く
た
ち
の
欠
く
べ
か
ら
ず
の

生
活
必
需
品
に
な
り
ま
し
た
。
音
楽
は
ぼ
く
た
ち
の
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
場
所
て
鴫
っ
て
い
ま
す
。
青
年
た
ち
の
文
化
の
中
心
は
ま
さ

に
音
楽
で
す
。

、?

?

z

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

k
し
て
の
あ
な
た
の
意
見
を

ヲ
ぞ
・
』

r
L
N
M
P

、AM
、

聞
き
た
い
の
は
、

ぼ
く
た
ち
の
歌
う
欲
求

t
力
は
は
た
し
て
増
強

さ
れ
て
い
る
の
か

そ
れ
と
も
逆
に
|
|
一
見
た
い
へ
ん
音
楽
は

盛
況
を
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
|
l
衰
弱
し

つ
つ
あ
る
の
か

そ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
判
断
な
さ

っ
て
お
ら
れ

る
の
か
と
い
う
点
な
の
で
す。

さ
っ
き
の
チ
ャ
l
リ
l
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
言
っ

て
る
こ
と

ん
だ
」
と
い
う
感
受
性
、

そ
う
い
う
感
受
性
を
ど
う
獲
得
す
る
か

空想ミュージ yク・ス クールに関する三通の手紙
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そ
こ
に
ぼ
く
の
問
題
意
識
が
あ
る
ん
で
す
。

』
の
点
に
関
わ
っ
て

あ
な
た
は
た
ぶ
ん
覚
え
て
い
な
い
で
し

ょ
う
が
、
実
は
ぼ
く
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
あ
な
た
と
の
会
話
が
あ

る
ん
で
す
よ
。

ぼ
く
は
あ
な
た
と
少
し
話
す
機
会
が
あ
っ
た
と
き
、
こ
ん
な
ふ

う
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
た
い
へ
ん
音
痴
だ
っ
た
も
ん

だ
か
ら
、

そ
し
て
今
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
な
の
だ
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ

ャ
ン
に
は
と
に
か
く
憧
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
、
執
が
執

-rι
ん
悶

に
は
文
句
な
し
に
憧
れ
て
い
る
ん
で
す
、
と
。
す
る
と
、

は
、
半
分
慰
め
る
気
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ね
、

あ
な
た

こ
ん
な

ふ
う
な
、
』
と
を
言
い
ま
し
た
。

1

1
歌
が
歌
え
る
た
め
に
は
少
し
寸
ら
い
音
痴
の
ほ
う
が
い
い

ん
で
す
よ
。

う
ま
く
歌
え
る
人
は
、
歌
が
す
う
っ
と
そ
の
ま
ま
抜

け
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
実
は
歌
に
な
ら
な
い
ん
だ
な
。
立
日
が

歌
が
、
身
体
の
な
か
を
き
し
ま
せ
て
出
て
ゆ
く

っ
て
こ
と
が
な
け

や

歌
は
歌
に
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

の
そ
の
下
に
耳
を
傾
け
り
ゃ

わ
か
る
も
ん
だ
」
と
い
う
聞
き
方

を
ぼ
く
た
ち
は
し
て
い
る
の
か

そ
う
い
う
聞
き
方
を
要
求
す
る

よ
う
な
歌
わ
れ
方
を
歌
は
し
て
い
る
の
か
、
音
楽
が
盛
ん
に
な
る

こ
と
に
よ

っ
て
ば
く
た
ち
は
ま
す
ま
す
そ
う
い
う
チ
ャ

1
リ
l
の

求
め
る
よ
う
な
感
受
性
を
高
め
つ
つ
あ
る
の
か

そ
れ
と
も
そ
う

で
な
い
の
か

と
い
う
問
題
を
聞
い
直
し
て
み
た
い
の
で
す
。

f
、

rく
こ
ま
犬
兄
ま
け
っ
し
て
良
い
方
向
に
む

率
直
に
い
え
ば
は

l
i
羽
j

か
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。
し
か
も
、

』
の
「
良
い
方

向
に
む
か

っ
て
い
な
い
」
と
い
う
事
態
は
簡
単
に
は
と
て
も
解
き

は
向、
せ
な
い
矛
盾
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
感
じ
ら

れ
ま
す
。

い
い
例
が
ま
さ
に
昨
今
の
カ
ラ
オ
ケ
の
流
行
、
で
す
。
そ
れ
は
も

は
や
流
行
と
い
う
域
を

t
っ
く
に
越
え
て
、
今
日
の
日
本
人
の
精

神
生
活
に
お
け
る
絶
対
不
可
欠
の
生
活
必
需
品

t
な
っ
た
よ
う
て

す
。そ

し
て
、
そ
こ
に
ぼ
く
た
ち
が
見
い
だ
す
の
は
あ
る
深
い
矛
盾

で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。

一
方
か
ら
い
え
ば
、
ぼ
く
た
ち
は
自
分

た
ち
自
身
に
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
形
で
そ
こ
に
あ
ら
た
め
て
ば

く
た
ち
の
抱
〈
歌
へ
の
欲
求
の
強
烈
さ
や
、
根
源
性
を
再
発
見
し
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ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
の
結
果
と
し
て
、

は
く
た
ち
の
日
本
社
会
て

は
と
り
わ
け
戦
後
に
民
族
の
伝
統
的
楽
器
(
そ
れ
に
担
わ
れ
て
レ

た
音
)
と
今
日
に
お
け
る
歌
へ
の
欲
求
と
が
極
端
な
断
絶
を
演
じ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
歌
へ
の
欲
求
を
生
活
の
な
か
で
満
た
す
う
え

で
伴
奏
の
問
題
は
こ
と
の
ほ
か
大
き
な
障
害
を
つ
く
り
だ
し
て
い

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
ち
に
歌
に
呼
応
す
る
楽
器
は
生
活
の

な
か
の
ご
く
普
通
の
人
間
関
係
の
な
か
に
は
発
見
で
き
な
い
と
い

う
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
三
味
線
、
琴
、
尺
八
、
笛
、

和
太
鼓
、
等
の
楽
器
が
か
つ
て
も

っ
て
い
た
暮
ら
し
に
息
づ
い
て

い
た
楽
器
と
し
て
の
機
能
を
ま
っ
た
く
失

っ
て
し
ま
い

そ
れ
に

代
わ
る
ほ
ど
の
根
づ
き
方

l
i民
衆
の
暮
ら
し
の
な
か
へ
ー
ー
を

し
た
楽
器
は
ま
だ
な
に
も
登
場
し
て
し
な
い
と
い
う
空
白
状
態
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
し
ょ
。

た
ぶ
ん
、
沖
縄
は
こ
う
し
た
日
本
全
体
の
な
り
ゆ
き
の
な
か
で

は
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
所
と
な
る
と
思
い
ま
す
が

そ
の
、
』
と

も
含
め
て

こ
う
し
た
断
絶
の
は
な
は
だ
し
さ
は
今
日
の
日
本
に

特
有
の
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、

日
本
以
外
で
も

多
〈
の
回
、
て
そ
う
し
た
断
絶
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
音
と
歌
の
専
門
家
、
で
あ
る
あ
な
た
に
聞
い
て
み
た
い
問
題
の

一
つ
で
す
。

ぱ
く
の
見
る
と
こ
ろ
、

テ
ク
ニ
カ
ル
な
ー
ー
ま
さ
し
く
「
技
術
立
国
」
の
ハ
イ
・
テ
ク
日

カ
ラ
オ
ケ
の
登
場
は
こ
の
障
害
の
実
に

本
に
ふ
さ
わ
し
い

|
l除
去
と
い
う
意
義
を
も
っ
た
の
で
す
。
だ

か
ら
、

そ
れ
は
自
分
た
ち
の
楽
器
を
失
っ
て
抑
圧
さ
れ
萎
縮
し
て
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ま
ず
な
に
よ
り
も
カ
ラ
オ
ケ
が
指
定
す
る
歌
い
方
・
テ

ン
ポ
・
抑
揚
・
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
る
べ
き
も
の
に
変
わ
り
ま
す
。

こ
の
歌
う
人
聞
の
存
在
か
ら
カ

さ
れ
て

し
か
も
、

事
態
が
複
雑
な
の
は
、

ラ
オ
ケ
へ
の
歌
う
こ
と
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
転
換
は
、

い
う
人
間
の
欲
求
を

と
り
あ
え
ず
カ
ラ
オ
ケ
が
歌
を
歌
い
た
い

も
の
の
見
事
に
満
足
さ
せ
て
や
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
な
し
遂

げ
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
点
な
の
て
す
。

ぼ
く
の
問
題
へ
の
見
当
の
つ
け
方
は
間
違

っ
て
い
ま
す
か
。

ぱ
く
の
直
観
で
は
、
カ
ラ
オ
ケ
が
日
本
人
の
歌
へ
の
欲
求
を
猛

烈
じ
掘
り
起
こ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
過
程
を
通
じ

て
、
か
え
っ
て
日
本
人
の
歌
う
カ
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
い
っ
そ

う
衰
弱
し
て
い

っ
て
い
切
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

戸
と
い
う
も
の
の
力
が
明
ら
か
に
落
ち
て
い
ま
す
。
声
は
ど
ん

E
ん
無
個
性
化
し
て
い

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
歌
は
ま
す
ま
す

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い

っ
て
い
ま
す
。
歌

は
歌
う
も
の
で
、
聴
ト
レ
砂
子
は
な
い
と
い
う
の
が
カ
ラ
オ
ケ
の

空
間
の
法
則
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
結
局
歌
を
死
滅
に
追
い
や
る

-
4、
ど
ょ
う
か
。
チ
ャ

l
リ
l
の
言
葉
、
が
思
い
出
さ

こ
と
て

u

b

L

t

f

れ
ま
す
。

い
た
日
本
人
の
歌
へ
の
欲
求
を
姐
然
と
掘
り
起
こ
し
、

に
最
適
の
装
置
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
充
足

し
か
し
、
ニ
ニ
に
ば
く
た
ち
の
技
術
文
明
が
抱
え
る
共
通
の
問

題
・
矛
盾
が

そ
れ
と
同
質
の
問
題
・
矛
盾
が
新
た
に
生
み
出
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
技
術
が
あ
る
欲
求
を
さ
し
あ
た
り
最
高

度
に
充
足
さ
せ
る
強
力
な
手
段
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
欲
求
が
そ
の
技
術
に
よ
っ
て
い
わ
ば
買
い
取
ら
れ
、

固
い
込
ま
れ
、
他
の
展
開
や
充
足
の
形
態
を
開
発
す
る
可
能
性
を

奪
わ
れ
、
技
術
を
手
段
と
し
て
使
う
位
置
か
ら
、
技
術
に
使
わ
れ

隷
属
す
る
位
置
へ
と
転
げ
落
ち
、
奇
形
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る

と
歌 い
はう

矛
そ、盾
れ、で
を、す
歌、
フ、
入、
問、
の、
存、
在、

そ
の
歌
が
そ
の
時
そ
の
場

で
呼
服
し
て
い
る
感
情
・
気
分
あ
る
い
は
人
間
関
係
か
ら
切
り
離

ほ
ん
と
う
は
ま
だ
ま
だ
、

お
話
し
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、

あ
な
た
は
あ
の
時
の
ラ
イ
ブ
で
こ
ん
な
ふ
う
な

と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

l
l
つ
い
最
近
、
あ
る
雑
誌
で
ま
だ
四
十
歳
を
越
え
て
も
性

懲
り
も
な
く
歌
を
歌
っ
て
い
る
奴
と
い
っ
た
文
脈
で
自
分
の

こ
と
を
あ
る
雑
誌
が
取
り
上
げ
た
ん
だ
が
、

そ
の
と
き
、
ぼ

く
の
経
歴
や
発
表
し
た
ア
ル
バ
ム
を
紹
介
す
る
小
さ
な
囲
み

記
事
で
、

ぼ
く
の
こ
と
を
日
本
の
ロ
ッ
ク
・
シ
ン
ガ
ー
と
し

，
。
そ
凡
は
嬉
し
か
っ
た
ね
。
ま
ず
ぽ

て
扱
つ
で
あ
っ
た
ん
た
れ

く
は
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
そ
う
い
う
扱

ば
〈
自
身
は
自
分
を
ロ
ッ

ク
・
シ
ン
、
が
l
'と
し
て
考
え
て
き
た
ん
だ
。
ボ
ブ
・
マ

l
リ

イ
は
レ
ゲ
エ
、
で
あ

っ
て
ロ

ッ
ク
で
は
な
い
と
か
、
ボ
ブ

-eア

わ
れ
方
を
さ
れ
で
き
た
り
れ

E
、

イ
ラ
ン
は
フ
ォ
ー
ク
・
ロ

ッ
ク
で
あ

っ
て
や
っ
ぱ
り
純
粋
な

ロ
ッ
ク
で
は
な
い
と
か
、
そ
う
い

i

う
区
分
け
は
ぼ
く
に
は
ナ

ン
セ
ン
ス
に
思
え
る
ね
。
た
と
え
ば
、
ば
く
に
と
っ
て
は
北

島
三
郎
も
都
は
る
み
も
日
本
の
ロ

ッ
ク
な
ん
だ
と
、
そ
う
言

空想ミュージック ・スクールに関する三通の手紙
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い
た
い
点
、
が
あ
る
の
さ
。

そ
う
い
う
ロ
ッ
ク
と
い
う
も
の
の
つ
か
ま
え
方
に
ぼ
く
は
た
い

へ
ん
興
味
を
も
ち
ま
す
。
た
ぶ
ん
、
ぼ
く
が
〈
は
た
し
て
今
日
の

日
本
に
お
い
て
ぼ
く
た
ち
の
歌
へ
の
欲
求
と
歌
う
力
は
増
強
さ
れ

つ
つ
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
衰
弱
し
つ
つ
あ
る
の
か
〉
と
問
う
と

き
の
問
題
意
識
と
あ
な
た
の
ロ
ッ
ク
の
と
ら
え
方
は
深
く
共
通
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
そ
う
ぼ
く
は
直
観
す
る
ん
で
す
。

最
後
に
お
話
し
し
た
か
っ
た
の
は
、
実
は
、
ぱ
く
の
空
想
し
て

い
る
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
の
構
想
に
つ
い
て
な
の
で
す
が
、

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
す
っ
か
り
く
た
び
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

読
む
ほ
う
の
あ
な
た
も
さ
写
か
し
お
疲
れ
の
こ
と
、
で
し
ょ
う
。

あ
る
卒
業
生
に
あ
て
た
ぼ
く
の
手
紙
と
、
あ
の
時
の
ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
の
オ
ー
ナ
ー
に
あ
て
た
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
同
封
し
て
お
き
ま

ず
か
ら
、
お
暇
な
お
り
に
そ
ち
ら
に
も
お
目
を
通
し
て
く
だ
さ
れ

ば
、
幸
い
で
す
。

い
つ
か
、
あ
な
た
が
、
実
現
へ
と
踏
み
出
し
た
我
が
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
へ
特
別
ゲ
ス
ト
講
師
と
し
て
や
っ
て
こ
ら
れ
、

ぱ
く
の
空
想
し
た
あ
の
遊
び
の
音
頭
を
あ
な
た
の
あ
の
歌
で

t
っ

て
く
だ
さ
る
こ
と
を
、
今
ぼ
く
は
空
想
し
て
い
ま
す
。

て
は
、
さ
よ
う
な
ら
。
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愛
に
つ
い
て
1

l

ブ
ロ
ム
を
読
む

は
じ
め
に

愛
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
人
間
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

エ
l
リ
ツ
ヒ
・
フ
ロ
川
と
い
う
哲
学
者
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
愛
へ
の
欲
求
と
い
う
も
の
は
、
人
間
と
い
う
存
在
の
固
有

な
特
質
そ
の
も
の
|
|
そ
れ
を
一
言
て
』
こ
で
は
「
実
存
」
と
呼
び
ま
す
ー
ー
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く
る
比
類
な
き
情
熱
で
あ

り
渇
望
で
あ
る
と
。
愛
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
人
間
の
実
存
の
問
題
へ
の
答
え
」
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の
だ
と
。

だ
か
ら
、
愛
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
人
間
の
実
存
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
何
で
あ
れ
人
聞
が
や
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
人
聞
と
い
う
存
在

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
す
。
す
べ
て
の
道
は
ロ

l
マ
に
通
ず
。
同
様
に
、
す
べ
て
の
問
題
が
〈
人
間
と
は
?
〉
と
い
う
聞
い

か
け
へ
ぼ
く
た
ち
を
投
げ
返
す
。

と
は
い
え
、
二
つ
の
理
由
か
ら
ニ
こ
で
は
〈
愛
〉
と
い
う
問
題
を
選
ぼ
う
と
思
う
の
で
す
。

第
一
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
愛
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
は
ぼ
く
た
ち
の
深
い
欲
求
で
あ
る
か
ら
。

ぼ
く
た
ち
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
た
ん
な
る
感
想
の
や

り
取
り
と
い
う
レ
ベ
ル
を
こ
え
て
、
一
つ
の
思
想
の
問
題
と
し
て
議
論
し
て
み
る
機
会
を
も
つ
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な

い
、
で
し
ょ
う
か
。
愛
と
い
う
問
題
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
す
で
に
そ
の
人
自
身
の
切
実
な
〈
経
験
〉
と
し
て
あ
り
、
だ
か

ら
す
べ
て
の
人
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
発
言
権
を
も
っ
て
お
り
ー
ー
な
に
し
ろ
、
愛
と
い
う
問
題
に
関
し
て
だ
け
は
専
門
家

と
素
人
と
い
う
区
別
は
存
在
し
ま
せ
ん
か
ら

l
!、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
を
現
に
自
分
の
切
実
な
〈
問
題
〉
と
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
に
的
を
絞
っ
て
集
中
的
に
思
考
と
議
論
を
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
機
会
は
、
こ
の
問
題
の
切
実

さ
と
共
有
性
に
比
し
て
実
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
学
校
や
大
学
で
の
教
育
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ぼ
く
た
ち
の
思
考
を
推
し
進
め
る
う
え
で
十
分
な
機
会
を
提
供

し
て
い
る
、
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
実
に
深
い
欲
求
、
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

フ
ロ
ム
は
あ
る
本
の
な
か
で
こ
ん
な
指
摘
を
し
て
い
ま
し
た
。
|
|
今
日
の
木
学
は
、
通
常
、
大
学
と
は
学
生
を
人
間
精
神

の
最
高
の
達
成
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
が
、
そ
こ
で
実
際
に
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
「
膨
大

な
知
識
の
前
菜
」
の
切
り
売
り
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
イ
ン
ド
の
思
想
や
芸
術
か
ら
実
存
主
義
や
シ
ユ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に

至
る
ま
で
、
膨
大
な
知
識
の
前
菜
が
出
さ
れ
、
学
生
は
こ
ち
ら
で
少
し
、
あ
ち
ら
で
少
し
と
つ
ま
む
の
で
あ
っ
て
、
自
発
性
と

自
由
の
名
に
お
い
て
、
一
つ
の
主
題
に
集
中
す
る
こ
と
は
強
要
さ
れ
ず
、
ま
た
一
冊
の
本
を
完
全
に
読
み
終
え
る
こ
と
さ
え
も

強
要
さ
れ
な
い
」
(
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
六
七
ペ
ー
ジ
)
と
。

ま
さ
に
フ
ロ
ム
の
指
摘
ど
お
り
の
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
ぼ
く
は
以
前
か
ら
、
彼
が
今
日
の
大
学
、
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
「
自
発
性
と
自
由
の
名
に
お
い
て
、

一
つ
の
主
題
に
集
中
す
る
こ
と
」
と
「
ま
た
一
冊
の
本
を
完
全
に
読
み
終
え
る
こ
と
」

114 愛について フロムを読む115 
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を
。
つ
ま
り
、
ば
ら
ば
ら
に

〈物〉

の
よ
う
に
切
り
売
り
き
れ
た
知
識
を
こ
れ
ま
た
〈
物
〉

の
よ
う
に
自
分
の
頭
の
暗
記
用
の

整
理
棚
仁
し
ま
い
こ
む
こ
と
で
は
な
く
、

自
分
の
〈
経
験
〉

か
ら
生
ま
れ
た
自
分
の
〈
問
題
〉
を
自
分
の
主
題
に
変
え
て
ゆ
く

思
考
の
自
律
的
営
み
を
援
助
す
る
授
業
を
。
〈
自
分
の
た
め
の
、

自
分
に
よ
る

自
分
の
、

思
考
世
界
〉
の
建
設
の
一
助
と
な
る

究
し
、

知
識
を
自
分
の
関
心
に
基
づ
い
て
探

本

自
分
を
軸
に
し
て
独
自
に
有
機
的
に
総
合
し
て
ゆ
く
術
を
学
ん
で
ゆ
く
'
』
と
の
で
き
る
授
業
を
。

授
業
を
。

Z1、I
レ
イ
L

、

』
の
道
行
き
の
な
か
で
、
』
そ
本
を
読
む
'
』
と
の
意
義
を
見
い
だ
し
、

残
念
な
が
ら
、
こ
の
授
業
を
ぽ
〈
は
と
り
あ
え
ず
ぼ
く
の
側
の
一
方
的
な
主
題
設
定
に
よ
っ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

学
生
の
側
か
ら
の

「
自
発
性
と
自
由
」

の
保
証
と
い
う
点
、
て
、

2
3
;
 

碑
カ
ぃ
'
ト

そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

そ
の
欠
陥
を
〈
愛
〉
と
い
う
主
題
は
|
|
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
ぼ
く
た
ち
の
深
い
欲
求
で
あ
る
と
い
う
、

先

述
べ
た
理
由
か
ら
|
|
完
全
に
と
は
言
わ
な
い
な
い
ま
で
も
か
な
り
補
う
こ
と
の
で
き
る
性
格
を
備
え
て
い
る
と

ぼ
く
は
思

っ
て
い
る
の
で
す
。

*
こ
の
〈
経
験
〉
と
思
考
、

そ
し
て
自
己
の
思
想
形
成
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
本
書
の
「
自
由
と
い
う
経
験
」
の
第

二
節
「
経
験
か
ら
思
考
を
紡
ぐ
」
で
の
ぼ
く
の
議
論
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
こ
こ
で
愛
と
い
う
主
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
第
二
の
理
由
と
は
何
、
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
最
初
に
言
い
か

け
た
こ
と
、
愛
と
い
う
テ

l
マ
は
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
ぼ
く
た
ち
を
「
人
間
の
実
存
」
と
い
う
問
題
に
直
接
に
導
い
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
、
そ
う
し
た
性
格
の
テ

l
マ
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
人
聞
と
い
う
存
在
の
あ
る
一
つ
の
側
面
に
ぼ
く
た

ち
の
注
意
を
促
す
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
中
心
に
、
人
間
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
扇
の
要
の
よ
う
な
位
置
に
立
つ
問
題
に
ぼ
く

た
ち
を
差
し
向
け
る
と
い
う
性
格
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
位
置
に
立
つ
問
題
に
つ
い
て
一
度
集
中
的
な
思
考
の
経
験
を
積
む
と
い
う
こ
と
は
、
ぼ
く
た
ち
の
精
神
的
H
知

的
な
成
長
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
思
考
は
必
ず
や
哲
学
的

性
格
を
も
た
、
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

い
い
か
え
る
と
、
哲
学
と
い
う
思
考
の
場
に
、
切
り
売
り
き
れ
た
「
知
識
」
を
暗
記
式
に
、
あ
る
い
は
物
知
り
的
に
身
に
つ

け
る
と
い
う
仕
方
、
で
は
な
く
、
〈
主
題
〉
そ
の
も
の
の
力
に
よ
っ
て
接
近
し
出
会
う
、
つ
ま
り
、
自
分
の
切
実
な
〈
経
験
〉
か
ら

生
じ
た
自
分
自
身
の
〈
問
題
〉
を
思
考
す
る
道
行
き
の
な
か
で
出
会
う
、
そ
う
い
う
出
会
い
方
を
こ
こ
で
ぼ
く
は
追
求
し
て
み

た
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
ぼ
く
は
エ

1
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
と
い
う
哲
学
者
の
名
前
を
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
日
の
大
学
教
育
に
対

す
る
彼
の
批
判
に
関
連
し
て
、
「
一
冊
の
本
を
完
全
に
読
み
切
る
」
と
い
う
構
成
を
も
っ
た
授
業
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
ぼ
く

の
以
前
か
ら
の
欲
求
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。

実
は
こ
こ
で
や
っ
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
の
フ
ロ
ム
と
い
う
哲
学
者
の
書
い
た
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
本
を
「
完

全
に
読
み
切
る
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ば
仲
立
ち
と
し
て
、
愛
に
つ
い
て
考
え
議
論
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
こ
こ
で
ぼ
く
は
フ
ロ
ム
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
本
を
愛
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
の
ぼ
く
た
ち
の
思

考
を
集
中
的
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
絶
好
の
仲
立
ち
・
媒
体
と
し
て
選
ん
だ
の
、
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
聞
い
に
対
し
て
は
、
ぼ
く
は
こ
れ
か
ら
お
こ
な
う
こ
の
講
義
の
全
体
を
も
っ
て
答
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
フ
ロ
ム
の
そ

の
本
に
対
す
る
解
説
と
注
釈
と
い
う
形
を
と
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
れ
か
ら
の
議
論
の
全
体
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
、
て
彼
の

こ
の
本
が
ぼ
く
た
ち
自
身
の
思
考
の
仲
立
ち
役
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
は
ず
で
す
。
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こ
こ
で
は
ぼ
く
は
、
ぼ
く
の
講
義
に
つ
き
あ
お
う
と
し
て
い
る
君
に
一
つ
お
願
い
と
し
て
つ
ぎ
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
こ

う
と
思
い
ま
す
。

〈
フ
ロ
ム
を
と
お
し
て
臼
分
ト
読
か
、
臼
分
ef
ト』
hr
レ
千
フ
ロ
ム
を
読
む
〉
、
そ
う
し
た
往
復
運
動
の
中
で
フ
ロ
ム
の
『
愛
す

る
と
い
う
こ
と
』
を
読
ん
で
い
く
の
が
こ
の
講
義
の
目
的
で
あ
る
と
。

別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
講
義
の
目
的
は
フ
ロ
ム
の
紹
介
と
解
説
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ム
は
あ
く
ま
で

仲
立
ち
・
媒
体
と
し
て
あ
り
、
講
義
の
最
終
目
的
は
、
君
が
フ
ロ
ム
を
仲
立
ち
と
し
て
君
自
身
の
〈
経
験
〉
を
掘
り
返
し
、
新

た
な
照
明
を
そ
れ
に
当
て
、
君
が
自
分
自
身
の
〈
経
験
〉
か
ら
生
み
出
し
て
き
た
君
自
身
の
〈
問
題
〉
を
さ
ら
に
明
確
に
し
、

深
化
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す
。
フ
ロ
ム
を
読
む
こ
と
は
た
ん
に
フ
ロ
ム
を
読
む
こ
と
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
れ
を
と
お
し
て
自
分
自
身
の
〈
経
験
〉
を
読
む
、
つ
ま
り
新
た
に
解
読
す
る
と
い
う
こ
と
へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て

フ
ロ
ム
の
言
葉
を
読
む
一
つ
一
つ
の
過
程
が
つ
ね
に
自
分
の
〈
経
験
〉
に
照
ら
し
て
彼
の
言
葉
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
過
程
、
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
当
然
そ
こ
に
は
フ
ロ
ム
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
の
場
面
が
は
ら
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

ぼ
く
た
ち
は
次
々
と
こ
れ
ま
で
十
分
に
考
え
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
問
題
に
導
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
を
ぼ

く
た
ち
自
身
の
経
験
と
無
縁
な
と
こ
ろ
、
外
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
〈
経
験
〉
自
体
か
ら
引

き
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
形
、
て
。
そ
し
て
、
ぼ
く
た
ち
は
こ
れ
ま
で
自
分
を
悩
ま
せ
て
い
た
さ
ま
、
ざ
ま
な
聞
い
を
閉
じ
さ
せ
る

そ
の
解
答
に
出
会
う
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
新
た
に
こ
れ
ま
で
十
分
意
識
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
へ
と
自

分
が
〈
聞
か
れ
て
し
ま
う
〉
こ
と
を
経
験
す
る
、
で
し
ょ
う
。

ぼ
く
は
そ
う
な
る
こ
と
を
望
ん
で
こ
の
講
義
を
お
こ
な
う
つ
も
り
で
す
。

そ
こ
で
ぼ
く
は
二
つ
の
こ
と
に
心
が
け
ま
し
た
。

一
つ
は
、

フ
ロ
ム
の
議
論
を
彼
自
身
の
言
葉
の
枠
内
で
解
説
す
る
こ
と
で

終
わ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
ぼ
く
た
ち
自
身
の
現
実
や
〈
経
験
〉
に
、
あ
る
い
は
別
な
思
想
家
や
作
家
の
主
張
や
人
間
観
察

の
な
か
に
持
ち
込
み
、
関
連
づ
け
、
検
討
す
る
と
い
う
解
説
と
議
論
の
ス
タ
イ
ル
を
一
貫
し
て
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
フ
ロ
ム
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
の
議
論
を
フ
ロ
ム
の
他
の
著
作
の
な
か
の
議
論
へ
と
持
ち
込
み
、
関
連
づ
け
る

こ
と
で
、
愛
と
い
う
主
題
を
考
え
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ
て
人
間
存
在
が
抱
え
る
問
題
の
全
体
に
か
か
わ
る
問

題
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
フ
ロ
ム
自
身
の
思
考
の
広
が
り
の
な
か
で
示
し
て
見
せ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
す
。

な
お
、
最
後
に
も
う
一
一
言
。

『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
も
合
め
て
、

フ
ロ
ム
の
本
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
邦
訳
か
ら
取
ら
せ
て
も
ら
い
ま

す
が
、
ド
イ
ツ
語
版
著
作
集
も
参
考
に
し
て
、
こ
う
訳
し
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
ぼ
く
自
身
が
訳
し
直

し
ま
し
た
。
、
で
す
か
ら
、
引
用
の
ぺ

l
ジ
が
指
示
す
る
邦
訳
本
の
該
当
箇
所
、
て
の
訳
文
と
こ
の
講
義
、
て
引
用
さ
れ
て
い
る
用
語

や
文
章
と
の
あ
い
だ
に
は
違
い
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

*エ
l
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
に
つ
い
て

エ
1
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
一
九
O
O年
に
ド
イ
ツ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
し
た
。
彼
が
死
ん
だ
の
は
一
九

八

O
年
、
で
す
か
ら
、
文
字
通
り
二
O
世
紀
と
と
も
に
生
ま
れ
二
O
世
紀
と
と
も
に
生
き
た
人
間
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
一

九
一
四
年
、
つ
ま
り
彼
が
十
四
歳
の
と
き
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
起
こ
り
ま
し
た
。
後
に
彼
は
、
少
年
の
日
の
こ
の
戦
争
の

経
験
、
そ
こ
で
抱
い
た
人
間
や
社
会
に
関
す
る
さ
ま
、
ざ
ま
な
疑
問
が
そ
の
後
の
自
分
の
精
神
的
H
思
想
的
探
究
の
最
初
の
出

発
点
と
な
っ
た
と
述
懐
し
て
い
ま
す
。

二
O
世
紀
は
ま
さ
に
戦
争
と
革
命
と
、
そ
し
て
巨
大
な
幻
滅
の
世
紀
、
で
あ
っ
た
と
い
え
る
、
で
し
ょ
う
。
人
類
は
こ
の
二
O
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世
紀
に
お
い
て
二
つ
の
世
界
大
戦
を
経
験
し
、
原
爆
を
経
験
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
経
験
し
、
強
制
収
容
所
、
て
の
大
量
虐
殺
を

経
験
し
ま
し
た
。
同
時
に
ニ

O
世
紀
は
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
を
筆
頭
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
革
命
を
経
験
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
革
命
に
お
い
て
は
当
初
マ
ル
ク
ス
主
義
の
指
導
す
る
社
会
主
義
思
想
が
抑
圧
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
民
衆
や
知
識

人
の
心
を
と
ら
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
革
命
は
ソ
連
の
そ
の
後
の
歴
史
が
典
型
的
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
約

束
し
て
い
た
解
放
さ
れ
た
人
間
的
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
反
対
仁
新
た
な
巨
大
な
抑
圧
の

政
治
体
制
す
ら
生
み
だ
し
て
し
ま
い
、
つ
い
に
は
民
衆
の
支
持
を
失
ペ
み
ず
か
ら
瓦
解
す
る
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

他
方
、
資
本
主
義
社
会
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
社
会
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
ハ
イ
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
も
と
羨
む
ば
か
り
の
高
度
な
消
費
社
会
を
生
み
だ
し
ま
し
た
が
、
そ
の
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
の
消
費
社

会
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
癌
で
あ
る
黒
人
差
別
問
題
を
筆
頭
と
す
る
差
別
主
義
的
構
造
を
解
消
す
る
ど
こ
ろ
か
、
新
た
に
そ

れ
を
拡
大
再
生
産
す
る
も
の
で
し
た
。
し
か
も
、
麻
薬
問
題
が
象
徴
す
る
よ
う
な
新
た
な
退
廃
や
精
神
的
疎
外
の
な
か
に
社

会
全
体
を
巻
き
込
む
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
毎
三

O
秒
ご

t
に
爆
薬
が
俳
裂
し
、
銃
が
火
を
吐
き
、
自
動
車
が
衝

突
を
繰
り
返
す
、
あ
の
ア
メ
リ
カ
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
の
猛
烈
な
ス
タ
イ
ル
は
い
か
に
ア
メ
リ
カ
祉
会
が
そ
の
内
部
に
極
度
の

破
壊
衝
動
を
抱
え
た
社
会
、
で
あ
る
か
を
象
徴
的
に
示
し
て
は
い
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
も
大
き
な
幻
滅
が
支
配
す
る
に

至
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ソ
連
・
東
欧
体
制
崩
壕
後
の
今
、
人
類
は
南
北
問
題
の
更
な
る
深
刻
化
、
民
族
紛
争
の
激
発
、
ひ

た
す
ら
進
行
す
る
地
球
環
境
の
破
壊
と
い
う
泥
沼
の
な
か
に
い
っ
そ
う
深
〈
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
自
分
、
文
字
通
り
人
類
絶

滅
の
危
機
に
一
歩
一
歩
近
ず
き
つ
つ
あ
る
自
分
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
す
。

彼
の
思
索
は
、
こ
う
し
た
二

O
世
紀
の
激
動
の
歩
み
を
直
視
し
、
そ
こ
で
の
人
間
の
悲
劇
や
愚
か
し
き
を
根
底
か
ら
批
判

し
よ
う
と
す
る
強
靭
な
精
神
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
批
判
の
武
器
を
鍛
え
上
げ
よ
う
と
、
彼
は
フ
ロ
イ
ト
の
創
始
し
た

精
神
分
析
学
を
、
資
本
主
義
社
会
の
も
と
で
の
人
間
の
疎
外
を
鋭
く
批
判
し
た
マ
ル
ク
ス
の
思
想

t
結
合
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。
そ
の
独
自
な
試
み
の
な
か
で
、
彼
は
現
代
有
数
の
思
想
家
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

彼
は
生
涯
自
分
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
信
念
に
忠
実
で
し
た
。
人
間
に
は
社
会
を
変
革
し
進
歩
さ
せ
る
能
力
が
あ

る
と
い
う
信
念
を
け
っ
し
て
放
棄
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
一
九
六
八
年
に
『
希
望
の
革
命
』

thuう
本
を
書
き
、
社
会
の

変
革
の
可
能
性
に
つ
い
て
絶
望
感
が
広
ま
っ
て
い
る
現
状
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
自
分
の
信
念
を
対
置
し
ま
し
た
。
彼
に
あ

っ
て
は
こ
の
信
念
は
、
「
啓
蒙
」
の
役
割
を
果
た
す
知
識
人
の
責
任
意
識
と
深
〈
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
社
会
の
進
歩
を
実

現
す
る
た
め
に
知
識
人
は
真
理
ぞ
探
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
成
果
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
言
葉
、
て
人
々
に
語
り
、

伝
え
、
議
論
を
巻
き
起
し
、
人
々
を
啓
蒙
し
教
育
す
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
彼
が
抱
き
続
け
た
信
念
で
し

た
。
、
で
す
か
ら
彼
の
本
は
、
難
解
な
も
の
が
多
い
現
代
の
思
想
家
の
な
か
で
は
、
群
を
抜
い
て
多
く
の
広
範
な
読
者
を
獲
得

し
て
い
ま
す
。一

九
三
三
年
仁
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
手
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
亡
命
し
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
の
市

民
権
ぞ
獲
得
し
て
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
に
住
み
な
が
ら
旺
盛
な
著
作
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
一
九
四
一
年
に
出
版
さ
れ

た
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
は
ナ
チ
ズ
ム
を
生
み
だ
し
支
え
た
大
衆
の
心
理
を
近
代
西
駄
文
明
の
自
己
批
判
と
い
う
大
き
な
視

野
か
ら
解
明
し
よ
う

t
試
み
た
も
の
と
し
て
、
二

O
世
紀
の
一
つ
の
古
典
的
著
作
と
な
り
ま
し
た
。
彼
は
た
く
さ
ん
の
本
を

書
き
ま
し
た
が
、
な
か
で
も
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
(
一
九
五
六
年
)
、
『
悪
に
つ
い
て
』
(
一
九
六
四
年
)
、
『
生
き
る
と
い
う

こ
と
』
(
一
九
七
六
年
)
の
三
冊
は
、
彼
の
お
こ
な
っ
た
啓
蒙
の
活
動
を
記
念
す
る
著
作
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
す
。
こ
の
三
冊
は
そ
れ
ぞ
れ
二
百
数
十
ペ
ー
ジ
前
後
の
比
較
的
小
さ
な
本
で
す
が
、
彼
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
わ
か

り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
後
の
二
冊
は
最
初
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
か
ら
順
次
ほ
ぽ
十
年
の
間
隔
で
書

彼
は
、
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か
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
で
表
明
さ
れ
た
愛
に
つ
い
て
の
フ
ロ
ム
の
思
索
が

そ
の
後
に
た
ど
っ
た
深
化
や
展
開
を
集
約
的
に
示
す
い
わ
ば
道
標
の
よ
う
な
著
作
と
な
っ
て
い
ま
す
。

彼
の
思
想
家
と
し
て
の
大
き
な
貢
献
は
、
各
個
人
の
実
存
に
深
く
根
を
降
ろ
し
た
佃
人
の
内
面
的
・
心
理
的
な
現
実
と
諸

個
人
を
大
き
く
包
ん
で
い
る
社
会
的
・
睦
史
的
な
現
実
と
を
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
反
対
に
両
者
の
あ
い
だ
を
橋
渡
し
し
、

両
者
の
あ
い
だ
に
、
い
わ
ば
相
手
を
と
お
し
て
自
分
を
振
り
返
り
、
そ
の
こ
と
で
い
っ
そ
う
深
く
人
間
の
生
き
る
現
実
の
構

造
を
把
握
す
る
、
禄
眼
前
whvtrι
…
を
切
り
開
い
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
フ
ロ
ム
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
〈
愛
〉

と
い
う
個
人
の
最
も
深
く
内
面
的
、
て
実
存
的
な
情
熱
の
考
察
が
同
時
に
わ
れ
わ
れ
を
今
日
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
の
構

造
に
つ
い
て
の
新
た
な
自
覚
へ
と
導
い
て
も
ゆ
く
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
思
索
の
過
程
、
て
、
わ
れ
わ
れ
は
社
会
の
変
革

や
進
歩
と
い
う
も
の
も
同
時
に
各
個
人
の
自
己
変
革
、
自
己
の
深
い
内
面
的
H
実
存
的
な
場
に
ま
で
降
り
立
っ
た
生
き
方
の

変
革
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
強
く
自
覚
さ
せ
ら
れ
も
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
な
、

あ
る
い
は
媒
介
的
な
、
人
聞
を
見
る
眼
と
い
う
も
の
こ
そ
が
、
今
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
し
て
い
る
眼
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

弓ノ

hu
。

ぼ
く
は
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
を
軸
に
据
え
な
が
ら
、
『
悪
に
つ
い
て
h

や
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
、
そ
の
他

の
著
作
も
引
き
合
い
に
出
し
、
愛
に
つ
い
て
お
こ
な
っ
た
フ
ロ
ム
の
考
察
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
す
。

愛
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
フ
ロ
ム
の
そ
の
考
察
方
法
は
、
人
間
と
い
う
存
在
、
人
間
の
現
実
を
い
っ
そ
う
深
く
考
察
す
る

た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
足
場
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
と
い
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
く
れ
る
で
し

そ
こ
で
、

ト」
e
p
可
ノ
。愛

と
い
う
言
葉
を
洗
い
直
す
と
い
う
課
題

以
前
、
幾
人
か
の
学
生
た
ち
と
あ
る
詩
人
が
詩
に
つ
い
て
書
い
た
本
を
読
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
詩
人
が
あ
る

詩
を
論
じ
る
な
か
で
、
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
た
の
で
す
。

|
|
恋
と
愛
と
は
、
も
ち
ろ
ん
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
け
っ
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
昔
か
ら
詩

人
た
ち
は
み
な
恋
と
愛
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
大
変
敏
感
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
恋
は
激
し
く
甘
美
な
感
情
の
躍
動
で
あ
り
、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
感
情
と
し
て
の
恋
は
誰
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
が
、
ほ
ん
も
の
の
愛
と
な
る
と
、
そ
こ
に
た

ど
り
着
く
こ
と
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
愛
は
恋
と
違
っ
て
は
る
か
に
ず
っ
と
意
志
的
な
持
続
的
な

人
間
的
力
を
要
求
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
愛
と
い
う
も
の
に
凡
人
は
い
き
な
り
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
恋
を
通
つ
て
は
じ

め
て
や
っ
と
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
し
か
も
恋
に
は
い
っ
た
が
愛
に
は
た

E
り
着
け
な
い
で
終
っ
て
し

ま
う
場
合
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
、
そ
う
自
分
に
は
思
え
る
の
だ
と
。

そ
れ
は
深
い
洞
察
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
で
し
た
。
そ
れ
で
、
ぼ
く
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
学
生
た
ち
に
こ
う
質
問
し
て
み

ま
し
た
。
自
分
、
て
も
う
ま
く
答
え
ら
れ
る
自
信
は
な
い
ま
ま
に
。
「
恋
と
愛
と
は
、
で
は

E
の
よ
う
に
違
う
と
い
う
の
か
。
そ
し

て
ま
た
そ
こ
に
は
、
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
君
は
ど
う
思
う
か
」
。

あ
る
学
生
は
す
か
さ
ず
こ
う
答
え
ま
し
た
。
恋
は
男
女
の
愛
の
こ
と
を
い
う
の
に
対
し
て
、
愛
そ
の
も
の
は
男
女
の
愛
に
限

ら
れ
ず
、
親
子
の
愛
や
友
情
や
動
物
へ
の
愛
も
含
め
て
、
ず
っ
と
広
い
も
の
だ
、
だ
か
ら
恋
と
愛
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
。

な
る
ほ
ど
愛
は
け
っ
し
て
男
女
の
愛
に
限
ら
れ
な
い
広
が
り
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
と
し
て
も
、
こ
の
答
え

122 愛について一一フロムを読む123 
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で
は
先
の
詩
人
が
問
題
に
し
た
恋
と
愛
の
違
い
に
関
す
る
聞
い
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

詩
人
が
問
題
に
し

た
の
は

た
と
え
男
女
の
あ
い
だ
の
愛
情
関
係
に
お
い
て
も
問
題
と
な
っ
て
く
る
恋
と
愛
と
の
違
い
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
愛
と
は
‘
ど
ん
な
ふ
う
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の

男
女
の
結
び
つ
き
が
恋
を
超
え
て
さ
ら
に
愛
に
進
む
と
い
う
場
合
、

か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
質
を
も
っ
た
関
係
を
指
す
の
か
、

そ
う
し
た
ヲ
』
と
が
問

そ
れ
は
恋
と
、
ど
ん
な
ふ
う
に
区
別
さ
れ
る
の
か

題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

で
は

ど
う
答
え
た
ら
よ
い
の
、
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を

そ
の
場
を
あ
る
も
ど
か
し
き
が
支
配
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
違
う
と
い
う
感
じ
は
確
か
に
も
っ
て
い
る
の
に

う
ま
く
言
葉
に
よ
っ
て
は
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
時
の
、

あ
の
も
ど
か
し
き
で
す
。

し
か
も
、

そ
の
詩
人
の
問
い
か
け
は
そ
こ
に
い
た
学
生
た
ち
の
心
の
あ
る
深
い
場
所
に
響
い
て
ゆ
く
気
配
が
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
は
君
も
す
ぐ
に
想
像
、
が
つ
く
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、

現
代
に
お
い
て
恋
愛
は
ま
す
ま
す
不
安
な
も
の
に
変
わ
っ

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
火
、
が
つ
き
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
冷
却
し

て
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
恐
ろ
し
く
不
安
定
な
も
の
、

て
ゆ
く
も
の
、
生
ほ
と
か
ん
生
と
か
の
言
葉
が
も
っ
重
荷
を
背
負
わ
せ
れ
ば
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
し
り
ご
み
し

し
ぼ
ん
で
し

ま
う
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
不
安
は
、

恋
と
い
う
言
葉
と
愛
と
い
う
言
葉
を
重
ね
あ
わ
せ
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
く
さ
せ
て
い
る
も
の
の
存
在
、

そ
こ
に
差
し
は
さ
ま
っ
て
い
る
亀
裂
の
ご
と
き
も
の
の
存
在
を

確
実
に
捉
え
て
い
る
の

で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。
詩
人
の
問
題
提
起
は
そ
の
不
安
な
感
触
に
響
い
て
く
る
の
で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。

』
う
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、
国
語
辞
典
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん

E
役
に
立
た
な
い
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
君
が
「
愛
」

と
い
う
言
葉
を
国
語
辞
典
、
て
引
け
ば

お
そ
ら
く
そ
こ
に
見
い
だ
す
の
は
引
く
ま
で
も
な
く
君
が
分
か
っ
て
い
た
こ
と
ば
か
り

、
で
し
ょ
う
。
愛
と
い
う
言
葉
の
意
味
と
し
て
、
「
①
か
わ
い
が
る

い
つ
く
し
む
、

い
つ
く
し
み
、
②
こ
い
し
た
う
気
持
ち
、
③

め
で
る
、
こ
の
む
、
:
:
:
」
と
い
っ
た
言
葉
を
並
べ
ら
れ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
同
義
反
復
に
近
く
、

だ
」
と
言
わ
れ
た
に
等
し
い
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、
ぼ
く
た
ち
は
は
じ
め
て
言
葉
の
真
剣
な
吟
味
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
い
う
吟
味
と
は
、
そ
の
言
葉
に
連
な
る
自
分
の
全
〈
経
験
〉
を
動
員
し
な
が
ら
、
ま
た
そ
れ
で
も
足
り
ず
に
、
そ

の
言
葉
を
他
の
人
々
、
す
ぐ
れ
た
作
家
や
思
想
家
は
ど
ん
な
ふ
う
に
〈
経
験
〉
し
て
い
る
の
か
を
問
い
あ
わ
せ
な
が
ら
、
あ
ら

た
め
て
人
間
の
〈
経
験
〉
か
ら
出
発
し
て
自
分
、
て
そ
の
言
葉
を
自
分
な
り
に
定
義
し
直
そ
う
と
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

こ
こ
で
ぼ
く
た
ち
が
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
辞
書
と
は
国
語
辞
典
、
で
は
な
く
て
、
そ
の
言
葉
に
か
か
わ
っ
て
の
自
分
の
、

あ
る
い
は
人
間
の
〈
経
験
〉
で
す
。

「
愛
と
は
愛
す
る
こ
と

こ
う
し
て
言
葉
の
洗
い
直
し
と
い
う
課
題
に
ぼ
く
た
ち
は
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
洗
い
直
し
と
い
う
課
題
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
先
の
少
し
見
当
は
ず
れ
だ
っ
た
学
生
の
答
え
も
実
は
深
い
意

味
を
も
っ
て
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
ぼ
く
の
経
験
、
て
は
フ
ロ
ム
の
本
を
読
ん
だ
多
く
の
学
生
は
共
通
し
て
こ
う
い
う
感
想
を

述
べ
て
い
る
か
ら
で
す
。

|
|
自
分
は
「
愛
」
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
す
「
男
女
の
恋
愛
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
こ
れ
ま
で
た
だ
そ
の
こ
と
に
し
か

注
意
が
む
か
わ
な
か
っ
た
が
、
フ
ロ
ム
の
本
を
読
む
な
か
で
あ
ら
た
め
て
人
間
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
自
分
自
身
に
と
弐
、
母

と
子
の
愛
の
問
題
を
中
心
と
す
る
親
子
の
愛
の
問
題
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
し
か
も
、

そ
の
問
題
が
恋
愛
の
問
題
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
、
と
。

愛
と
い
う
言
葉
が
そ
の
人
間
に

E
れ
ほ

E
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
現
に
生
き
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
こ

こ
に
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
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ま
た
そ
こ
に
は
、
愛
と
い
う
言
葉
を
押
し
包
み
、
そ
の
言
葉
が
本
来
喚
起
す
べ
き
問
題
へ
の
感
受
性
や
想
像
力
を
む
し
ろ
切

り
縮
め
、
歪
め
、
あ
る
い
は
特
定
の
方
向
に
だ
け
動
員
し
よ
う
と
す
る
、
世
間
や
マ
ス
コ
ミ
が
醸
し
出
す
意
識
状
況
の
問
題
点

も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
若
者
を
対
象
に
し
た
商
業
雑
誌
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
愛
の
問
題
を
ひ
た
す
ら
恋
愛
の
問
題
と

し
て
語
り
続
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
若
者
の
愛
に
関
す
る
問
題
意
識
を
豊
富
化
す
る
の
で
は
な
く
、
貧
固
化

す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
と
、
ぼ
く
は
思
い
ま
す
。

恋
愛
は
青
年
期
の
人
聞
に
と
っ
て
な
る
ほ
ど
最
大
の
関
心
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
青
年
に
と
っ
て
実
は
も
う
一
つ
の

隠
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
潜
在
的
な
、
最
大
の
関
心
が
あ
り
ま
す
。
ぞ
れ
は
、
い
か
に
自
分
の
親
か
ら
心
理
的
に
自
立
す
る
か
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
親
と
の
一
筋
縄
で
い
か
な
い
葛
藤
に
満
ち
た
愛
の
関
係
、
そ
れ
を
軸
に
営
ま
れ
て
き
た

自
分
の
幼
少
年
期
を
ど
の
よ
う
に
〈
の
り
こ
え
て
ゆ
く
〉
対
象
と
し
て
自
覚
し
、
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
自
己
の
実
存
の
中

心
に
か
か
わ
る
問
題
を
新
た
な
水
準
で
い
か
に
主
体
的
に
引
き
受
け
直
す
か
と
い
う
問
題
、
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
ま
さ
に
愛
の

問
題
の
中
心
に
躍
り
込
ん
で
く
る
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
「
君
は
い
っ
た
い
こ
れ
ま
で
愛
を
ど
の
よ
う
に
〈
経
験
〉
し
た
人

間
な
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
、
「
こ
れ
か
ら
君
は
‘ど
の
よ
う
に
愛
の
問
題
を
生
き
て
ゆ
き
た
い
の
か
」
と
い
う
聞
い
と
重
ね

あ
わ
せ
て
、

一
人
一
人
に
問
い
か
け
て
く
る
問
題
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
問
題
と
し
て
、
こ
の
問
題
と
恋
愛
の
問
題
と
は
い
わ

ば
背
中
あ
わ
せ
の
形
、
て
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
愛
と
い
う
言
葉
を
と
り
ま
く
今
日
の
状
況
は
こ
の
大
切
な
問
題
の
関
連
を
む
し
ろ
青
年
の
眼
か
ら
覆
い
隠

す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
愛
と
い
う
言
葉
も
ま
た
そ
の
奥
行
き
を
失
い
、

お
そ
ろ
し
く
浅
薄
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
て

ぼ
く
た
ち
は
ま
ず
愛
と
い
う
言
葉
の
洗
い
直
し
と
い
う
課
題
の
前
に
立
つ
の
で
す
。
自
分
の
な
か
で
愛
と
い
う

言
葉
一
が
身
に
ま
と
っ
て
い
る
観
念
や
イ
メ
ー
ジ
、
発
想
、
感
触
、
そ
う
い
う
も
の
に
一
度
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
水
を
か
け
、

ワ
シ
で
こ
す
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

そ
の
た
め
に
は
〈
他
者
〉
に
出
会
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
世
界
の
外
側
か
ら
や
っ
て

来
る
、
自
分
と
は
別
な
〈
経
験
〉
と
思
想
の
基
盤
の
う
え
で
愛
の
問
題
を
考
え
て
い
る

l
l
し
か
し
も
し
か
し
だ
ら
、
そ
同
L

ま

自
分
自
身
に
す
ら
隠
さ
れ
た
も
う
一
人
の
自
分
の
〈
経
験
〉
や
思
考
を
見
事
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
引
引

す
が

l
i人
間
の
言
葉
に
出
会
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
言
葉
を
洗
い
直
し
て
く
れ
る
の
も
言
葉
な
の
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ま

今
述
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
〈
他
者
〉
の
言
葉
と
の
出
会
い
を
不
可
欠
の
き
っ
か
け
と
し
て
含
む
も
の
で
す
。

i

4

さ
あ
そ
こ
で
ぼ
く
た
ち
は
フ
ロ
ム
に
登
場
を
願
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
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『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
が
突
き
つ
け
る

最

初

の

三

つ

の

問

題

提

起

フ
ロ
ム
は
ぼ
く
た
ち
の
前
に
、

先
に
述
べ
た
意
味
で
〈
他
者
〉

で
あ
る
十
分
な
資
格
を
も
っ
て
登
場
し
ま
す
。
『
愛
す
る
と
い
う
こ

t
』
の
第
一
章
「
愛
は
技
術
か
」
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
問
題
提
起
を

読
者
に
対
し
て
お
・
』
な
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
三
っ
と
も
愛
の
問
題

に
関
し
て
ぼ
く
た
ち
の
多
く
が
抱
く
観
念
の
意
表
を
突
〈
も
の
で

す
し
、

そ
の
点
で
き
わ
め
て
挑
戦
的
な
も
の
で
す
。

彼
は
、
愛
に
関
す
る
現
代
人
の
意
識
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
一
一
一

つ
の
点
を
挙
げ
て
、
辛
練
に
批
判
し
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、

「
た
い
て
い
の
人
は
愛
の
問
題
を
、
愛
す
る
と
い
う
問
題
、
愛

す
る
能
力
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る

t
い
う
問

題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
び
と
に
と
っ
て
重

要
な
の
は
、
ど
う
す
れ
ば
愛
さ
れ
る
か
、
ど
う
す
れ
ば
愛
さ

れ
る
人
聞
に
な
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」

(
一
二
l
ご
二
ペ
ー
ジ
)

聞
に
な
れ
る
か
」
は
切
実
き
わ
ま
る
聞
い
で
す
。
け
れ
ど
、
そ
の

分
だ
け
ぼ
く
た
ち
は
自
分
に
そ
も
そ
も
「
愛
す
る
能
力
」
が
十
分

に
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
ま
し

て
や
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
が
愛
の
問
題
の
中
心
で
あ
る
と
は
意
識

し
て
い
な
い
。

1
1
こ
の
問
い
か
け
こ
そ
が
こ
こ
で
フ
ロ
ム
が
ば

く
た
ち
に
投
げ
か
け
る
問
い
で
す
。

こ
う
言
う
と
た
ち
ま
ち
反
論
が
返
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
愛
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
易
し
く
、
愛
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が

難
し
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
っ
て
、
自
分
の
ほ
う
が
相
手
を
ま
ず
好
き

に
な
り
、
そ
の
相
手
に
自
分
が
好
か
れ
る
か
ど
う
か
で
い
つ
も
悩

む
の
が
私
た
ち
な
の
だ
か
ら

t
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
い
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

ま
さ
に
そ
の
点
に
関
し
て
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
好
き
」

と
い
う
感
情
が
は
た
し
て
真
に
愛
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
、
で
す
。
少
し
で
も
人
聞
を
1
l
自
分

で
あ
れ
、
他
人
で
あ
れ
|
|
批
判
的
に
観
察
し
た
こ
と
が
あ
る
人

な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
、
彼
女
が
彼
を
「
好
き
」
な
の
は
、

実
は
彼
を
獲
得
す
る
こ
と
が
「
彼
に
好
か
れ
て
い
る
私
」
と
い
う

も
ち
ろ
ん
、
「
ど
う
す
れ
ば
愛
さ
れ
る
人
聞
に
な
れ
る
か
」
と
い

う
問
題
は
ぼ
〈
た
ち
に

t
っ
て
重
要
き
わ
ま
り
な
き
問
題
で
す
。

な
ん
と
い
っ
て
も
、
ぼ
く
た
ち
は
つ
ね
に
愛
さ
れ
た
が
っ
て
い
る

人
間
な
の
、
で
す
か
ら
。
事
実
、
だ
か
ら
こ
そ
世
間
に
は
「
、
ど
う
す

れ
ば
愛
さ
れ
る
人
間
に
な
れ
る
か
」
の
技
術
、
ハ
ウ
・
ッ
ー
を
解

説
す
る
本
が
山
を
な
し
て
溢
れ
て
い
る
の
で
す
。
女
性
雑
誌
の
記

事
内
容
の
ほ
と
ん
ど
大
半
は
、
否
、
同
様
に
多
く
の
青
年
男
性
雑

誌
も
ま
た
、
こ
の
関
心
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

過
言
で
は
な
い
、で
し
ょ
う
。

後
に
、
フ
ロ
ム
の
議
論
を
追
っ
て
い
〈
な
か
で
、
ぼ
く
た
ち
は

こ
の
「
愛
さ
れ
た
い
」

t
い
う
ぼ
く
た
ち
の
欲
望
が

E
れ
ほ
ど
の

深
さ
を
も
っ
て
人
聞
と
い
う
存
在
の
な
か
に
根
を
降
ろ
し
て
い
る

欲
望
な
の
か
と
い
う
問
題
に
ゆ
き
あ
た
る
、
で
し
ょ
う
。
彼
は
そ
の

問
題
に
「
共
棲
的
一
体
化
」
や
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念

を
使
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
の
取
り
組

み
は
フ
ロ
ム
の
愛
の
議
論
の
中
核
を
形
成
す
る
も
の
で
す
。

と
は
い
え
、
ニ
ζ

で
は
彼
の
問
題
提
起
の
狙
う
と
こ
ろ
が
何
で

あ
る
か

t
い
う
点
に
注
意
を
集
中
し
ま
し
ょ
う
。

な
る
ほ
ど
、
ぽ
〈
た
ち
に
と
っ
て
「

E
う
す
れ
ば
愛
さ
れ
る
人

姿
、
て
自
分
を
仲
間
の
う
ち
に
誇
示
で
き
る
が
故
に
、
で
あ
っ
て
、
彼

女
の
真
の
関
心
は
実
は
彼
と
い
う
人
閉
そ
の
も
の
に
む
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
「
あ
の
彼
に
好
か
れ
て
い
る
彼

女
!
」
と
い
う
よ
う
に
自
分
を
飾
り
立
て
て
く
れ
る
限
り
で
の
彼

に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
実
際
は
絶
え
ず
自
分
自
身
に
、
自
分
の
イ

メ
ー
ジ
に
だ
け
む
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
例
(
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
で
の
「
彼
女
」
「
彼
」
は
そ
っ
く
り
逆
に
入
れ
答
え
ら
れ

ま
す
)
。
あ
る
い
は
、
あ
れ
ほ
ど
愛
し
可
愛
が
っ
て
い
た
は
ず
の
相

手
を
ち
ょ
っ
と
し
た
相
手
の
反
抗
と
か
行
き
違
い
、
他
人
へ
の
関

心
の
振
り
向
け
を
理
由
に
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
拒
絶
し
憎
み
だ

す
、
そ
う
い
う
成
り
ゆ
き
の
う
ち
に
、
そ
の
人
間
の
相
手
へ
の
「
好

意
」
な
り
「
愛
」
と
い
う
も
の
も
結
局
相
手
が
自
分
を
愛
し
崇
め

好
意
を
寄
せ
る
限
り
の
こ
と
で
あ
り
、
真
の
目
的
は
相
手
を
愛
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
に
愛
さ
れ
る
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
が
、

は
し
な
く
も
暴
露
さ
れ
て
い
る
と
い
l

っ
た
よ
う
な
例
。

ま
た
フ
ロ
ム
は
こ
ん
な
観
察
も

『愛
す
る

t
い
う
こ
と
』
の
な

か
で
披
漉
し
て
い
ま
す
。

「
(
今
日
の
よ
う
な
商
品
社
会
、
て
は
)
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ふ
つ
う
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恋
心
を
抱
け
る
よ
う
な
相
手
は
、
自
分
自
身
と
交
換
す
る
こ

と
が
可
能
な
範
囲
の
『
商
品
』
に
限
ら
れ
る
。
私
は
『
お
買

い
得
口
問
』
を
探
す
。
相
手
は
、
社
会
的
価
値
と
い
う
観
点
か

ら
望
ま
し
い
物
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
そ
の
相

手
は
、
わ
た
し
の
長
所
や
可
能
性
を
:
:
:
見
極
め
た
う
え
で
、

私
を
欲
し
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
二

人
の
人
聞
は
、
自
分
の
交
換
価
値
の
限
界
を
考
慮
し
た
う
え

で
、
市
場
、
て
子
に
入
る
最
良
の
商
品
を
見
つ
け
た
と
思
っ
た

と
き
に
、
恋
に
落
ち
る
。
」

(
一
五
ペ
ー
ジ

な
ん
と
意
地
の
悪
い
観
察
で
し
ょ
う
。
で
も
、

ぼ
く
た
ち
は

の
観
察
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
否
定
で
き
な
い
、
で
し
ょ
う
。
「
好
き
」

だ
と
か
、
「
恋
」
だ
と
か
、
そ
の
感
情
自
体
が
ま
ゆ
っ
ば
も
の
で
す
。

フ
ロ
ム
の
問
題
提
起
は
そ
う
し
た
感
情
の
自
己
欺
摘
を
引
き
裂
い

て
、
そ
こ
に
真
実
の
問
題
の
姿
を
発
見
す
る
鋭
い
批
判
的
な
意
志

に
貫
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
彼
の
問
題
提
起
か
ら
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
て
く
る
の

は
は
た
し
て
現
代
人
は
「
愛
す
る
能
力
」
を
も
っ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
い
か
け
て
す
。
愛
す
る
こ
と
よ
り
、
愛
さ
れ
る
こ
と
の

る
だ
け
の
資
格
を
も
っ
た
相
手
・
対
象
が
い
な
い
か
ら
な
の
だ
と
、

考
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

ぷ
-
、
、
通

φ
人
カ

ほ
ん
と
う
に
あ
な
た
は
愛
す
る
能
力
を
十
分
に
お
持
ち

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
は
、
な
ん
と
ま
た
あ
な
た
は
毎
日

生
気
が
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
無
関
心
で
、
冷
淡
で
あ
り
、

横
柄
で
乱
暴
な
、
』
と
か
|
l
l
ぼ
く
に
は
、
』
ん
な
声
が
右
に
引
用
し

た
二
つ
の
フ
ロ
ム
の
言
葉
の
う
し
ろ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。

そ
う
思
っ
た
と
き
、

ぼ
く
の
脳
裡
に
い
く
つ
か
の
言
葉
が
記
憶

の
底
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

ア
l
ノ
ル
ド
・
ウ
エ
ス
カ
!
と
い
う
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
戯
曲
家

が
書
い
た
『
四
季
』
の
な
か
で
、
愛
す
る
男
に
裏
切
ら
れ
て
絶
望

の
あ
ま
り
愛
す
る
力
を
失
っ
た
主
人
公
の
女
は
こ
う
叫
び
ま
す
。

「
そ
れ
だ
わ
!

な
に
に
も
ま
し
て
わ
た
し
が
許
せ
な
い
の

は
、
そ
れ
よ
。
あ
の
人
は
わ
た
し
を
無
関
心
に
し
た
。
わ
た

し
の
よ
う
な
、

こ
の
よ
う
な
女
を
|
1
無
関
心
に
す
る
な
ん

て
。
わ
た
し
無
関
心
だ
け
は
我
慢
で
き
な
い
。
軽
蔑
す
る
わ
、

わ
た
し
を
無
関
心
な
女
に
し
よ
う
と
す
る
男
な
ん
て
」

ほ
う
が
難
し
い
と
い
う
意
識
は
、
そ
う
自
分
を
意
識
し
て
い
る
こ

つ
ま
り
自
分
の
「
愛
す
る
能
力
」
に
つ
い
て
何
の

疑
問
も
も
た
ず
自
信
た
っ
ぷ
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
「
愛

す
る
能
力
」
が
致
命
的
に
衰
弱
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
自
己
暴
露
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
|
|
そ
う
問
い
か
け
る
の
で
す
。

第
二
に
、
だ
か
ら
フ
ロ
ム
は
こ
う
問
題
を
提
起
し
ま
す
。
!
ー

た
い
て
い
の
人
々
の
意
識
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
「
愛
の
問
題
と

は
す
な
わ
ち
対
象
の
問
題
、
で
あ
っ
て
能
力
の
問
題
、
で
は
な
い
、
と

い
う
思
い
込
み
」
で
あ
る
、
と
。

と
に
よ
っ
て
、

「
愛
す
る
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
愛
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
、

あ
る
い
は
愛
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
を
見
つ
け
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
|
|
人
び
と
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い

e
Q
。」

(
一
三
ペ
ー
ジ

つ
ま
り
、
ぼ
く
た
ち
は
自
分
の
愛
す
る
能
力
に
は
十
分
の
自
信

を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
愛
す
る
能
力
が

ぼ
く
た
ち
の
暮
し
を
め
っ
た
に
美
し
く
ま
た
生
き
生
き
と
い
ろ
E

ら
な
い
の
は
、
そ
の
せ
っ
か
く
の
ぼ
く
た
ち
の
能
力
を
発
動
さ
せ

以
前
ぼ
く
の
授
業
に
で
て
い
た
学
生
が
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
に

ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

「
私
が
ジ
エ
ム
ほ
ど
の
年
令
の
頃
、
公
正
で
は
な
い
裁
判
に
悔

し
く
て
泣
き
出
し
た
ジ
エ
ム
や
デ
ィ
ル
の
よ
う
に

H
P
E
「
ノ

t
し

て
も
許
せ
な
い
大
人
に
た
い
し
、
抗
議
を
し
て
泣
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
:
:
:
で
も
今
の
私
に
は

そ
う
い
う
熱
つ

ぽ
さ
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
他
人
に
た

い
し
て
興
味
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

い
つ
か
ら
か
わ
か
ら
な
い
け
れ

E
、
何
に
で
も
興
味
を
示
す

気
持
が
冷
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
」

あ
る
哲
学
者
は
こ
う
い
っ
て
い
ま
し
た
。

「
ま
さ
に
時
間
と
は
愛
に
と
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
私

が
時
聞
を
捧
げ
る
事
柄
に
、

私
は
愛
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。

暴
力
は
手
早
く
事
柄
を
片
付
け
る
」

多
〈
の
人
が
指
摘
し
ま
す
。
愛
の
ほ
ん
と
う
の
反
対
語
は
憎
し

130 
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み
で
は
な
く
、
無
関
心
で
あ
る
と
。
裏
切
ら
れ
た
愛
は
激
し
い
憎

し
み
と
な
っ
て
燃
え
上
が
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
憎

し
み
に
容
易
に
転
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
愛
が
は
た
し
て
「
真
の

愛
」
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
は
あ
り
え
ま
す
。
憎
し
み
に
転
化
す

る
愛
の
な
か
に
は
、
愛
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
フ
ロ
ム
の
い
う
「
共

棲
的
一
体
化
」
の
欲
望
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
要
素
が
混
、
ぎ
り
あ

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

確
か
に
そ
こ
に
は
復
雑
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
と

も
か
く
愛
が
な
け
れ
ば
憎
し
み
も
怒
り
も
あ
り
え
な
い
、
で
し
ょ

う
。
愛
は
憎
し
み
や
怒
り
に
転
化
し
、
ま
た
後
者
は
前
者
の
い
わ

ば
裏
返
し
の
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
つ
ね
に
あ
る
。
両
者
は
同
じ

土
俵
の
上
に
い
て
、
対
立
し
つ
つ
、
自
分
の
存
在
を
相
手
側
か
ら

引
き
出
し
て
い
る
。
依
存
関
係
の
う
ち
に
結
ぼ
れ
て
も
い
る
。

だ
が
こ
れ
に
た
い
し
て
、
無
関
心
!
ζ

は
、
ま
さ
に
そ
の
土
俵
の

外
側
に
出
て
、
愛
と
憎
し
み
の
、
ド
ラ
マ
全
体
、
そ
の
土
俵
そ
の
も

の
を
無
効
・
無
意
味
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
死
の
感
情
で
す
。

愛
に
し
ろ
憎
し
み
に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
対
象
・
相
手
に
対
す
る

熱
烈
な
関
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
存
在
と
相
手
の

存
在
と
を
切
り
離
せ
な
い
関
わ
り
に
お
い
て
と
ら
え
る
感
受
性
の

を
過
ぎ
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
相
手
へ
の
無
関
心
に
変
わ
っ

て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
実
は
そ
も
そ
も
愛
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
ぼ
く
た
ち
の
疑
問
や
反

省
に
応
え
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ム
は
第
三
に
、
こ
う
述
べ
ま
す
。

「
愛
に
つ
い
て
学
ぶ
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
う
思
い
込

み
を
生
む
第
三
の
誤
り
は
、
恋
に
『
落
ち
る
』
と
い
う
最
初

の
体
験
と
、
愛
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
も
っ
と
う
ま
く
表
現

す
れ
ば
、
愛
の
な
か
に
『
と
ど
ま
っ
て
い
る
』
と
い
う
持
続

的
な
状
態
と
を
、
混
同
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」(

一
六
ペ
ー
ジ

で
は
、
あ
れ
は

E
二
人
の
人
聞
を
あ
た
か
も
ま
わ
り
に
世
界
が

存
在
し
な
い
か
の
ご
と
き
一
体
化
へ
と
溺
れ
込
ま
せ
て
い
た
は
ず

の
恋
を
、
愛
に
ま
で
成
長
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
逆
に
倦
怠
と
無
関

心
へ
と
む
か
わ
せ
、
結
局
死
に
至
ら
せ
る
要
素
と
は
何
で
あ
る
の

か
。
そ
れ
は
既
に
恋
そ
れ
自
身
の
な
か
に
は
ら
ま
れ
て
い
た
も
の

な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
恋
の
外
か
ら
や
っ
て
来
た
も
の
な
の
か
。

そ
も
そ
も
、
恋
に
し
ろ
愛
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
両
者
の
一

自
発
的
発
動
が
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
生
命
的
な
存
在
に
と
っ
て
外

界
な
り
相
手
の
存
在
に
〈
応
答
す
る
〉
能
力
は
根
幹
的
な
も
の
と

い
え
ま
し
ょ
う
。
だ
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
無
関
心
と
は
ま
さ

に
死
せ
る
関
係
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ぼ
く
た
ち
の
な
か
に
存
在
す
る
大
き
な
不
安
、
そ
れ
は
自
分
が

何
事
に
た
い
し
て
も
無
関
心
な
人
間
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
、
変
え

ら
れ
て
ゆ
く
、
そ
の
不
安
で
あ
り
、
恐
怖
で
は
な
い
、
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
無
関
心
な
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ロ
ム
に
い

わ
せ
れ
ば
ま
さ
に
「
愛
す
る
能
力
」
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
ぼ
く
た
ち
が
先
の
不
安
を

抱
い
て
い
る
主
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ぼ
く
た
ち
が
自
分
の
も
つ

「
愛
す
る
能
力
」
に
対
す
る
深
い
懐
疑
や
不
信
に
と
ら
わ
れ
だ
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
ぼ
く
た
ち
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で
し
ょ
う
。

現
代
に
お
い
て
恋
愛
は
ま
す
ま
す
不
安
な
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
を
。
そ
れ
は
、
燃
え
立
っ
て
い
る
と
き
で
す
ら
既
に
無

関
心
の
皮
膜
に
お
互
い
の
心
が
覆
わ
れ
だ
し
て
い
る
こ
と
へ
の
不

安
に
底
冷
え
し
て
い
る
の
で
す
。

だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
ぼ
く
た
ち
の
愛
が
そ
の
興
奮
期
間

筋
縄
、
て
は
い
か
な
い
葛
藤
に
満
ち
た
関
係
な
り
、
さ
ら
に
は
「
無

関
心
」
な
り
、
い
っ
た
い
愛
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
そ
う
い
う
人

間
の
現
実
の
種
々
相
は
そ
も
そ
も
人
聞
と
い
う
存
在
の
い
か
な
る

「
本
性
」
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。

と
も
か
く
も
、
ま
ず
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
つ
ぎ
の

こ
と
で
す
。

l
lぼ
く
た
ち
が
自
分
の
「
愛
す
る
能
力
」
へ
の
深

い
懐
疑
に
と
ら
わ
れ
、
は
た
し
て
こ
の
ぼ
く
の
「
愛
」
は
自
分
自

身
が
そ
う
思
い
た
が
っ
て
い
る
ほ
ど
に
真
実
な
も
の
で
は
な
い
の

で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
「
愛
」
に
自
分
を
み
せ
か
け
た
が
っ
て
い

る
が
、
実
は
何
か
別
な
も
の
、
む
し
ろ
愛
を
み
ず
か
ら
破
壊
し
て

し
ま
う
要
素
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
自

己
へ
の
問
い
か
け
が
ぽ
〈
た
ち
の
心
の
な
か
で
生
じ
る
と
き
、

ー
ー
そ
の
と
き
こ
そ
、
フ
ロ
ム
の
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
は
そ

の
一
扉
を
ぼ
く
た
ち
に
む
か
つ
て
聞
く
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
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『
愛
す
る
こ
と
の
技
術
』

フ
ロ
ム
の
問
題
提
起
が
ど
の
よ
う
に
〈
現
代
の
常
識
〉
に
対
し
て
異
質
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
彼
の
本
の
タ
イ
ト
ル
そ
れ

自
体
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
世
界
中
で
ま
た
日
本
、
て
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
読
み

通
そ
う
と
し
て
い
る
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
(
鈴
木
品
訳
、
紀
伊
国
屋
書
底
)
、
で
し
ょ
う
。

し
か
し
本
当
は
、
邦
訳
に
つ
け
ら
れ
た
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
と
い
う
書
名
は
原
題
に
忠
実
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

原
題
は
『
叶
げ
巾
〉
ユ
丘
戸
。
〈

E
E
で
す
。
フ
ロ
ム
は
も
と
も
と
は
ド
イ
ツ
系
の
ユ
、
ダ
ヤ
人
、
て
、
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
ア
メ
リ

カ
に
移
り
住
む
ま
で
は
、
ド
イ
ツ
語
、
て
も
の
を
考
え
書
い
て
い
た
人
で
す
が
、
彼
の
ド
イ
ツ
語
版
著
作
集
、
て
は
こ
の
原
題
は
そ
の

ま
ま
忠
実
に
『
口
広
間
E
M
2
己

g
Fぽ
σgω
』
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
英
語
の
ω立
に
当
た
る
、
ド
イ
ツ
語
は
同
E
Mえ
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、

ωユ
あ
る
い
は
同
ロ
ロ
え
と
い
う
言
葉
を
日
本
語
に
ど
う
訳
す
か
と
い
う
こ
と
は
少
し
ゃ
っ
か
い
な
問
題
、
で
す
。
か

り
に
、
こ
の
原
題
を
『
愛
す
る
こ
と
の
芸
術
』
と
訳
す
と
、
こ
の
原
題
が
も
っ
意
味
は
正
し
く
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
別
に
フ
ロ
ム

の
こ
の
本
は
愛
に
関
わ
る
諸
芸
術
を
テ
l
マ
と
す
る
芸
術
論
の
本
で
は
な
い
の
、
で
す
か
ら
。

確
か
に
英
語
で
も
ド
イ
ツ
語
、
て
も
こ
れ
ら
の
言
葉
は
現
代
に
お
い
て
は
ま
ず
「
芸
術
」
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
「
技
術
、
技
、
術
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
語

源
的
に
い
え
ば
、
実
は
こ
の
後
者
の
意
味
の
ほ
う
が
こ
れ
ら
の
言
葉
の
元
の
意
味
な
の
で
す
。
フ
ロ
ム
は
こ
こ
で
は
こ
の
後
者

の
意
味
、
て
ωユ
を
使
っ
て
い
ま
す
。
、
で
す
か
ら
、
原
題
を
忠
実
に
訳
そ
う
と
す
る
な
ら
『
愛
す
る
こ
と
の
技
術
』
と
で
も
し
な
け

フ
ロ
ム
の
書
い
た
数
多
く
の
本
の
な
か
で
、

れ
ば
な
ら
な
い
、
で
し
ょ
う
。

事
実
、
愛
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
技
術
」
と
い
う
問
題
の
角
度
は
こ
の
本
で
ま
さ
に
中
心
的
な
住
置
を
占
め
て
い
る
の
で

す
。
第
一
章
は
文
字
通
り
「
愛
は
技
術
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
て
問
題
提
起
を
し
て
い
ま
す
し
、
最
終
章
の
第
四
章
は
「
愛
の

修
練
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

第
一
章
の
書
き
出
し
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

「
愛
は
技
術
だ
ろ
う
か
。
技
術
だ
と
し
た
ら
、
知
識
と
努
力
が
必
要
だ
。
そ
れ
と
も
、
愛
は
一
つ
の
快
感
で
あ
り
、
そ
れ
を

経
験
す
る
か
ど
う
か
は
運
の
問
題
、
て
、
運
が
よ
け
れ
ば
そ
こ
に
『
落
ち
る
』
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
小
さ
な
本
は
、

愛
は
技
術
で
あ
る
と
い
う
前
者
の
前
提
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
の
人
々
の
大
半
は
、
後
者
の
ほ
う
を
信

(
一
二
ペ
ー
ジ
)

じ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
」

フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
愛
す
る
と
い
う
人
聞
の
行
為
は
一
つ
の
技
術
と
し
て
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
と
ら
え
方
を
現
代
人
の
大
半
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
こ
そ
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
し
正
す
た
め
に
こ
そ
こ
の

本
が
書
か
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

き
て
、
君
は
こ
の
フ
ロ
ム
の
問
題
提
起
を
聞
い
て
ど
う
感
じ
る
、
で
し
ょ
う
か
。

以
前
あ
る
レ
ポ
ー
ト
の
な
か
で
こ
う
書
い
て
い
た
学
生
が
い
ま
し
た
。

「
私
は
、
は
じ
め
フ
ロ
ム
の
『
愛
は
技
術
だ
ろ
う
か
』
と
い
う
聞
い
の
『
技
術
』
と
い
う
言
葉
に
少
し
嫌
な
感
じ
(
機
械
的
で

冷
た
い
感
じ
)
を
受
け
ま
し
た
が
、
先
生
が
、
『
フ
ロ
ム
は
こ
の
言
葉
に
ど
ん
な
意
味
を
込
め
て
い
る
か
、
即
断
せ
ず
に
考
え
よ

134 愛について一一フロムを読む135 
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う
』
と
い
わ
れ
た
の
で
、
変
な
先
入
観
を
捨
て
て
じ
っ
く
り
考
え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
し
た
」
。

こ
こ
に
は
一
つ
の
重
要
で
か
つ
興
味
深
い
問
題
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
が
現
代
の
ぼ

く
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
ず
ら
れ
て
フ
ロ
ム
の
「
技
術
」
と

い
う
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
彼
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
が
う
ま
く
掴
め
な
い
と
い
う
問
題
で
す
。

彼
女
は
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
「
少
し
嫌
な
感
じ
(
機
械
的
で
冷
た
い
感
じ
)
」
を
覚
え
ま
し
た
。
こ
の
彼
女

が
抱
い
た
「
感
じ
」
は
明
ら
か
に
現
代
社
会
に
お
い
て
技
術
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
今
日
の
ぼ
く
た
ち
の
意
識
の
な
か
で
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
が
呼
吸
し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
文
脈
と
い
う
も
の
は

ど
ん
な
も
の
、
で
し
ょ
う
か
?
本
屋
の
書
棚
の
大
き
な
部
分
を
、
毎
月
の
よ
う
に
入
れ
替
わ
る
ハ
ウ
・
ッ
ー
も
の
が
占
領
し
、

人
々
は
熱
心
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
求
め
て
や
ま
ず
、
お
び
た
だ
し
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
家
庭
に
職
場
に
、
あ
る
い
は
余
暇
を
過
ご
す

ぼ
く
た
ち
の
な
か
に
流
れ
込
ん
で
く
る
。
ぼ
く
た
ち
に
あ
っ
て
「
技
術
」
は
何
よ
り
も
そ
う
し
た
生
活
の
文
脈
の
な
か
に
浸
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
フ
ロ
ム
が
「
愛
は
一
つ
の
技
術
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
と
き
、
彼
は
毎
日
の
本
屋
の
書
棚
を
彩
る
ハ
ワ
・

ッ
ー
も
の
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
と
同
じ
「
技
術
」
の
観
念
を
も
っ
て
、
そ
う
し
た
「
愛
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
ご
と
き
本
を
書
こ
う

と
し
た
の
、
で
し
ょ
う
か
。

明
ら
か
に
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ロ
ム
が
愛
の
技
術
を
論
じ
る
と
き
の
「
技
術
」
の
概
念
は
、

今
日
の
ハ
ウ
・
ツ
1
文
化
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
文
化
に
お
け
る
、
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
母
胎
を
な
す
今
日
の
科
学
技
術
文
明
を
支
配

し
て
い
る
技
術
の
型
ゃ
あ
り
方
と
は
異
な
る
、
そ
れ
に
あ
る
点
、
て
鋭
く
対
立
す
る
「
技
術
」
の
観
念
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
す
。

詳
し
い
議
論
は
こ
こ
で
は
省
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
問
題
の
中
心
点
は
、
今
日
の
技
術
は
な
に
よ
り
も
徹
底
的
に
「
功

利
」
的
な
立
場
か
ら
、
技
術
を
作
用
さ
せ
る
相
手
・
対
象
を
こ
ち
ら
が
計
算
し
つ
く
し
、
利
用
し
つ
く
す
素
材
に
す
ぎ
な
い
も

の
、
す
な
わ
ち
、
「
物
・
モ
ノ
」
的
存
在
と
み
な
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
「
支
配
」
し
、
「
誘
導
」
し
、
「
操
作
」
す
る
た
め
の
も

の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
と
い
う
点
、
て
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
功
利
的
技
術
と
し
て
つ
ね
に
そ
れ
は
徹
底
的
な
効
率
化
や
省

力
化
の
要
請
の
も
と
に
立
つ
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
き
ま
す
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、

フ
ロ
ム
が
い
う
「
技
術
」
の
ほ
う
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
を
ル
、
み
ッ
サ
ン
ス
や
中
世
、
さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
の
社
会
に
お
い
て
「
技
術
」
が
も
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
に
、
あ
る
い
は
東
洋
の
「
道
」
の
観

念
と
深
く
結
び
つ
い
て
発
想
さ
れ
る
「
技
術
」
の
観
念
(
書
道
、
弓
道
、
茶
道
、
等
の
)
に
負
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
「
技
術
」
の
観
念
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
現
代
文
明
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
考
察
す
る
う
え
で
大
変

面
白
く
か
っ
重
要
な
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
と
し
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
愛
を
一
つ
の
技
術
と
し
て
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ム
の
見
地
は
、
ま
た
「
生
き
る
こ
と
」
を
そ
れ
自
体
一

つ
の
「
技
術
」
と
し
て
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の
彼
の
見
地
と
、
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
を
取
り
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
人
間
に
お
け
る
自
由
』
の
な
か
で
彼
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
こ
こ
で
、
技
術
と
し
て
の
人
生
と
い
う
概
念
が
な
ぜ
現
代
て
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
問
題
に
す
る
こ

と
は
興
味
が
あ
る
。
現
代
人
は
読
み
書
き
を
学
ぶ
べ
き
技
術
で
あ
る
と
信
じ
、
建
築
家
や
技
師
や
熟
練
し
た
技
術
家
に
な

る
た
め
に
は
大
変
な
勉
強
が
必
要
だ
と
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
人
生
な
ど
と
は
極
め
て
単
純
な
も
の
で
、
生
き
る
た
め

に
E
う
す
べ
き
か
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
何
の
努
力
も
い
ら
な
い
の
だ
、
と
考
え
て
い
る
。
誰
も
が
何
か
の
し

か
た
で
『
生
き
て
い
る
』
と
い
う
事
実
の
た
め
に
、
人
生
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
人
が
専
門
家
な
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
は
人
聞
が
人
生
の
技
術
を
完
全
に
身
に
つ
け
た
た
め
に
、
も
は
や
難
し
い
と
感
じ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ

と
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
生
の
行
程
の
な
か
で
純
粋
な
喜
び
ゃ
幸
福
が
一
般
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

A
X

，.号、
a

、

ナ
九
カ

か
で
あ
る
」

(
同
書

三
八
ペ
ー
ジ
)

今
に
伝
え
ら
れ
る
昔
の
賢
者
の
言
葉
と
し
て
「
善
く
生
き
よ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
善
く
」
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
、
生
を
生
と
し
て
十
全
に
不
足
な
く
生
き
よ
、
生
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し
く
生
を
巧
み
に
、
全
面
的
に
、
深
く
生
き
、

そ
し
て
享
受
せ
よ
と
い
う
意
味
、
で
す
。
い
わ
ゆ
る
世
間
に
通
用
し
て
い
る
善
悪
の
基
準
・
道
徳
的
規
範
を
と
に
か
く
従
わ
ね
ば

な
ら
な
い
権
威
と
し
て
無
批
判
に
受
け
取
り
、
そ
の
規
範
の
禁
じ
る
悪
を
な
す
こ
と
な
く
規
範
の
命
じ
る
通
り
善
良
に
生
き
よ

と
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
の
意
味
、
て
、
「
善
く
生
き
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
「
深
く
、
十
全
に
存
在
せ
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
も
な
り
ま
す
。

生
き
る
者
に
と
っ
て
、
存
在
す
る
と
は
生
き
る
こ

t
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
「
深
く
十
全
に
生
き
る
」
こ
と
は
「
深
く

十
全
に
存
在
す
る
」
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
昔
の
賢
者
の
呼
び
か
け
は
人
生
に
た
い
す
る
一
つ
の
批
判
的
な
認
識
を
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
愚
か
に
も
人
聞
は
、
生

命
的
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
往
々
に
し
て
自
己
の
生
命
の
本
質
を
正
し
く
認
識
し
な
い
た
め
に
、
生
の
目
的
や
生

の
本
質
を
と
り
ち
が
え
、
誤
っ
た
欲
望
や
歪
ん
だ
欲
望
に
心
を
奪
わ
れ
、
そ
の
果
て
に
結
局
自
分
の
人
生
を
台
無
し
に
し
て
し

ま
う
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
す
。
ま
た
そ
れ
故
に
、
真
に
深
く
生
を
生
き
享
受
し
う
る
た
め
に
は
、
生
の
本
来
の
エ
、
tr
ル
ギ
!

の
発
揮
を
妨
げ
た
り
ね
じ
曲
げ
た
り
し
て
し
ま
う
不
純
な
要
素
(
さ
ま
ざ
ま
な
恐
怖
や
見
栄
、
執
着
、
固
定
観
念
、
等
)
か
ら

自
己
の
生
を
「
浄
化
」
し
、
生
の
本
来
の
目
的
に
そ
の
工
、
不
ル
ギ
ー
を
「
集
中
」
す
る
「
技
術
」
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
認
識
で
す
。

そ
し
て
、
賢
者
の
こ
の
批
判
的
な
認
識
は
、
つ
ね
に
権
力
や
富
|
|
ふ
つ
う
世
間
が
そ
こ
に
人
間
の
「
幸
福
」
や
「
人
生
の

目
標
」
を
お
く
と
こ
ろ
の
ー
ー
へ
の
欲
望
あ
る
い
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
執
着
心
(
ま
さ
に
「
愛
」
と
錯
覚
さ
れ
た
)
の
な
か
に
、

人
聞
が
自
ら
自
己
の
生
命
の
本
質
を
裏
切
り
滅
ぼ
す
愚
か
し
き
を
見
い
だ
し
て
き
た
の
で
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
フ
ロ
ム
は
こ
の
古
代
以
来
の
賢
者
の
思
想
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
現
代
人
の
生
の
感
情
の
あ
り
方

を
手
厳
し
く
批
判
し
、
そ
の
問
題
点
を
、
現
代
人
に
お
け
る
〈
生
口

FTω
宮
口
〉
に
対
す
る
感
覚
・
感
受
性
の
衰
弱
・
喪
失

に
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
現
代
社
会
は
幸
福
と
個
性
と
自
己
へ
の
関
心
と
を
非
常
に
強
調
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
た
い
し
て
は
人
生
の
目

的
が
幸
福
(
ま
た
は
神
学
的
用
語
に
よ
れ
ば
救
と
で
は
な
く
、
:
:
:
金
と
名
声
と
権
力
:
:
:
に
あ
る
と
感
ず
る
よ
う
に

教
え
込
ん
だ
」

(
同
前
)

フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
人
生
の
「
純
粋
な
喜
び
ゃ
幸
福
」
は
「
金
と
名
声
と
権
力
」
の
獲
得
と
は
本
来
な
ん
の
関
係
も
な
い
こ
と

な
の
で
す
。
で
は
い
っ
た
い
、
喜
び
と
幸
福
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
?
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
は
こ

う
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
個
の
独
自
の
人
間
的
生
命
と
し
て
の
各
個
人
が
そ
の
生
命
的
な
さ
ま
、
ざ
ま
な
力
を
そ
の
本
性

に
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
十
全
に
発
揮
す
る
時
に
の
み
生
ま
れ
る
と
。

こ
の
点
で
、
フ
ロ
ム
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
生
命
の
「
自
発
性
」
と
い
う
概
念
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
生
命
が
お
の
ず

と
自
己
を
発
揮
す
る
そ
の
自
発
性
こ
そ
が
〈
自
由
〉
の
実
質
、
で
す
。
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〈
自
由
〉
は
た
ん
に
束
縛
・
拘
束
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
意
味
|
|
「
:
:
:
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
|
|
て
だ
け
で
と
ら
え

ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
束
縛
・
拘
束
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
十
全
に
実
現
さ
れ
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
当

の
も
の
、
つ
ま
り
生
命
の
自
発
性
の
そ
の
内
容
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
自
由
〉
は

「
:
:
:
を
実
現
す
る
自
由
」
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
:
:
:
へ
の
自
由
」
と
い
う
積
極
的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
問
題
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
フ
ロ
ム
は
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
問
題
と
は
、
こ
の
肝
心
カ
ナ
メ
の

当
の
生
命
の
自
発
性
が
人
間
の
成
長
の
き
わ
め
て
初
期
の
段
階
、
乳
幼
児
の
段
階
か
ら
曇
ら
さ
れ
、
畏
縮
し
、
抑
圧
|
|
必
ず

し
も
、
剥
き
出
し
の
暴
力
に
よ
る
わ
け
で
は
な
く
ー
ー
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
の
な
か
で
彼
は
「
自
発
性
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
例
示

し
よ
う
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

「
ま
ず
第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
で
自
発
的
、
で
あ
っ
た
ひ
と
た
ち
を
知
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
思
考
、
感
情
、
行
為
は
、
彼

ら
自
身
の
表
現
で
あ
り
、
自
動
人
形
の
表
現
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
多
く
は
芸
術
家
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ

て
い
る
。
事
実
、
芸
術
家
は
自
分
自
身
を
自
発
的
に
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
個
人
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
略

小
さ
な
子
供
た
ち
は
自
発
性
の
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
。
彼
ら
は
本
当
に
自
分
の
も
の
を
感
じ
、
考
え
る
能
力
を
も
っ

て
い
る
。
:
:
:
も
し
大
部
分
の
ひ
と
を
引
き
つ
け
る
子
供
の
魅
力
が
な
ん
で
あ
る
か
問
う
な
ら
ば
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な

月
並
み
な
理
由
は
別
と
し
て
、
私
は
ま
さ
に
こ
の
自
発
性
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
」

(
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
二
八
五
l
六
ペ
ー
ジ
)

こ
う
述
べ
た
あ
と
、

さ
ら
に
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
つ
け
く
わ
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
生
の
喜
び
と
幸
福
に
つ
い
て
の
実
に
見

事
で
美
し
い
定
義
だ
と
、

ぼ
く
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
の
大
部
分
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
瞬
間
に
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
発
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

同
時
に
純
粋
な
幸
福
な
瞬
間
で
あ
る
。
一
つ
の
風
景
を
、
新
鮮
に
自
発
的
に
知
覚
す
る
と
き
、
も
の
を
考
え
て
い
る
う
ち

に
あ
る
真
理
が
ひ
ら
め
い
て
く
る
と
き
、
型
に
は
ま
ら
な
い
あ
る
感
覚
的
な
快
楽
を
感
じ
る
と
き
、
ま
た
他
人
に
た
い
し

て
愛
情
が
湧
き
で
る
と
き
、
|
|
こ
の
よ
う
な
瞬
間
に
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
自
発
的
な
活
動
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
こ
れ
ら
の
経
験
が
、
そ
れ
ほ
ど
稀
で
も
粗
野
で
も
な
〈
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
人

間
の
生
活
が
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
、
想
像
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
で
あ
ろ
う
。
」

(
問
、
二
八
六
l
七
ペ
ー
ジ
)

フ
ロ
ム
の
考
え
る
人
生
の
喜
び
と
幸
福
は
こ
う
し
た
「
自
発
性
」
の
観
念
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の

中
心
に
は
芸
術
家
的
な
自
己
実
現
・
自
己
表
現
の
喜
び
が
お
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
自
発
性
」
は
後
に
示
す
よ
う
に
、
フ
ロ

ム
に
あ
っ
て
は
も
っ
と
も
生
命
的
、
て
積
極
的
H
肯
定
的
な
「
性
格
」
を
表
す
「
生
産
性
」
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
ま
す
。
フ
ロ
ム
は
こ
う
い
っ
て
い
ま
す
。
「
一
般
に
は
、
『
生
産
性
』と
い
う
語
は
創
造
性
、
と
く
に
芸
術
的
創
造
性
と
結
び

つ
く
。
実
際
、
真
の
芸
術
家
は
、
生
産
性
と
い
う
も
の
の
も
っ
と
も
確
か
な
代
表
者
で
あ
る
」
(
『
人
間
に
お
け
る
自
由
』

一
ペ
ー
ジ
)
と
。

他
方
彼
は
、
「
金
と
名
声
と
権
力
」
の
追
求
は
そ
う
し
た
生
命
的
な
芸
術
的
な
自
己
の
実
現
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
ど

必
ず
疎
外
す
る
こ
と
に
帰
結
す
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
金
と
名
声
と
権
力
」
の
妄
執
的
な
追
求
は
、
生

こ
ろ
か
、
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命
的
な
自
己
の
発
揮
と
享
受
が
個
人
の
な
か
で
何
ら
か
の
理
由
、
て
妨
げ
ら
れ
疎
外
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
代
償
を
は
か
る

も
の
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
転
倒
し
た
欲
望
だ
と
と
ら
え
も
し
ま
す
。

フ
ロ
ム
の
思
想
の
中
心
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
生
命
的
な
も
の
」
へ
の
熱
烈
な
感
覚
、
て
す
。

「
『
生
き
で
あ
る
』

(
E
σ
2乙
吉
め
)
と
い
う
概
念
は
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
静
的
な
も
の
で
は
な
い
。
存
在
と
い
う
こ
と
と
、

有
機
体
の
も
つ
特
殊
な
力
の
展
開
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
あ
る
。
有
機
体
は
す
べ
て
自
己
の
も
つ
特
殊
な

可
能
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
生
来
の
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
生
の
目
標
は
人
間
の
本
性
に
は
た
ら
く

法
則
に
し
た
が
っ
て
そ
の
力
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(
同
書

三
九
ペ
ー
ジ
)

生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
技
術
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
人
間
の
本
性
に
は
た
ら
く
法
則
」
を
正
し
く
認
識

し
、
さ
ら
に
た
ん
に
そ
れ
を
認
識
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
そ
の
力
を
法
則
に
し
た
が
っ
て
展
開
す
る
た
め
の
熟
練
、
い
い

か
え
れ
ば
自
前
の
直
観
と
そ
の
直
観
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
う
る
た
め
の
、
感
情
と
精
神
の
集
中
力
の
獲
得
を
意
味
し
ま
す
。

愛
は
一
つ
の
技
術
で
あ
る
と
い
う
フ
ロ
ム
の
主
張
を
聞
い
た
と
き
、
多
く
の
人
が
あ
る
違
和
感
な
り
反
発
を
感
じ
る
の
は
、

た
ぶ
ん
「
技
術
」
と
い
う
言
葉
に
き
わ
め
て
人
為
的
な
も
の
、
作
為
的
な
も
の
、
自
然
を
無
理
強
い
す
る
も
の
を
感
じ
と
り
、

他
方
、
愛
は
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
に
人
為
的
に
作
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
と
湧
き
だ
し
て
く
る
深
く
自
然
な
も
の

だ
と
考
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ロ
ム
が
い
う
技
術
は
そ
う
し
た
人
為
的
、
作
為
的
技
術
の
対
極
に
考
え
ら
れ
て
く
る
も
の

で
す
。
そ
れ
は
、
自
然
な
生
命
の
運
動
、
「
自
発
性
」
を
抑
圧
し
、
無
理
強
い
を
加
え
る
技
術
、
で
は
な
く
、
ま
さ
に
逆
に
そ
の
自

発
性
を
最
高
度
に
発
揮
さ
せ
実
現
す
る
た
め
の
技
術
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
で
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
東

洋
の
「
道
」
と
い
う
観
念
に
深
く
結
び
つ
い
た
「
技
術
」
の
観
念
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
第
四
章
「
愛
の
修
練
」
を
読
め
ば
、
ぼ
く
た
ち
は
フ
ロ
ム
の
い
う
「
技
術
」
が
ど
の
よ
う
に
今
日
の

わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
抱
い
て
い
る
「
技
術
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
気
が
つ
く
で
し
ょ
う
。

彼
は
、
技
術
の
習
得
の
た
め
に
は
「
規
律
」
「
集
中
」
「
忍
耐
」
、
そ
し
て
「
最
高
の
関
心
」
が
必
要
だ
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
東
洋
的
な
「
修
豆
ポ
」
を
そ
の
発
想
の
源
泉
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
り
ま
す
。

「
私
た
ち
は
、

い
わ
ば
直
接
的
に
で
は
な
く
間
接
的
に
、
あ
る
技
術
の
習
得
に
取
り
か
か
る
。
誰
で
も
、
そ
の
技
術
そ
の
も

の
を
学
ぶ
前
に
、
ほ
か
の
、
し
ば
し
ば
関
連
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
、
あ
れ
こ
れ
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

・:

弓
道
を
習
う
も
の
は
ま
ず
呼
吸
法
を
習
う
。
ど
ん
な
技
術
で
あ
れ
、
そ
れ
に
熟
達
し
た
か
っ
た
ら
、
自
分
の
全
生
活
を
そ

れ
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
生
活
全
体
を
そ
の
技
術
の
修
練
と
関
連
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
一
六
四
i
一
六
五
ペ
ー
ジ
)

「
規
律
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
西
洋
に
お
け
る
規
律
の
概
念
の
不
幸
の
側
面
の
一
つ
は
、
規
律
の
修
練
が
何
か
つ
ら
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
か
も

つ
ら
い
こ
と
だ
け
が
『
良
い
』
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
東
洋
で
は
昔
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
肉
体
的
に
も
精
神
的

に
も
良
い
こ
と
は
、
最
初
は
多
少
の
抵
抗
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
快
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
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と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
」

(
一
六
六
ペ
ー
ジ
)

彼
が
「
集
中
」
に
関
し
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
禅
や
ヨ
ガ
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
る
眠
想
を
と
お
し
て
の
精
神
集
中
が
人
間
に

も
た
ら
す
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
う
い
い
ま
す
。
「
自
分
に
た
い
し
て
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
集
中
力
は
身

に
つ
か
な
い
」
(
一
七
一
ペ
ー
ジ
)
と
。
た
だ
し
、
「
自
分
に
た
い
し
て
敏
感
に
な
る
」
と
は
、
「
年
が
ら
年
じ
ゅ
う
自
分
の
こ
と

を
考
え
、
自
分
を
『
分
析
』
す
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
反
対
で
、
そ
れ
は
修
練
を
積
ん
だ
ス
ポ
ー

ツ
選
手
が
最
も
ベ
ス
ト
の
状
態
に
あ
る
と
き
の
、
精
神
的
に
は
リ
ッ
ラ
ク
ス
し
な
が
ら
も
用
心
お
こ
た
り
な
く
精
神
を
集
中
し

て
い
る
状
況
、
無
心
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
も
ど
ん
な
変
化
が
起
き
て
も
わ
か
る
よ
う
に
自
分
お
よ
び
自
分
を
包
む

状
況
に
「
心
を
聞
い
て
い
る
」
あ
り
方
を
い
う
の
で
す
。

フ
ロ
ム
は
こ
う
い
い
ま
す
。
「
重
要
な
の
は
、
変
化
に
気
づ
く
こ
と
と
、
手
近
に
あ
る
理
屈
に
と
び
つ
い
て
そ
れ
を
安
易
に
合

理
化
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
内
な
る
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
だ
」
(
一
七
三
ペ
ー
ジ
)
と
。
ま
さ
に
生
命
の
奥

深
い
要
求
、
真
の
自
発
性
に
耳
を
傾
け
る
能
力
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

興
味
深
い
指
摘
は
ま
だ
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
く
り
か
え
し
に
な
り
ま
す
が
、
フ
ロ
ム
の
い
う

「
技
術
」
と
は
生
命
的
な
も
の
を
真
に
生
命
的
な
も
の
と
し
て
生
き
生
き
と
最
高
度
に
実
現
す
る
技
術
だ
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ

ゆ
え
何
よ
り
も
ま
ず
ぼ
く
た
ち
自
身
の
内
部
に
「
生
命
的
な
も
の
」
に
敏
感
に
反
応
し
応
答
す
る
感
受
性
や
直
観
力
を
形
成
・

集
中
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
技
術
と
し
て
現
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
フ
ロ
ム
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
問
題
と
は
、
た
ん
に
こ
の
意

味
で
の
技
術
の
観
念
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
「
生
命
的
な
も
の
」

性
そ
れ
自
体
が
現
代
人
に
あ
っ
て
は
衰
弱
し
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
な
の
で
す
。

へ
の
そ
も
そ
も
の
感
覚
・
感
受

こ
の
問
題
は
、
後
の
著
作
、
て
、
と
り
わ
け
『
悪
に
つ
い
て
』
と
『
生
き
る
と
い
う
こ
と
』
に
お
い
て
い
っ
そ
う
深
め
ら
れ
て

論
じ
ら
れ
ま
す
。
前
者
に
お
い
て
は
「
生
命
へ
の
愛
」
と
「
死
へ
の
愛
」
と
が
鋭
く
対
置
さ
れ
、
後
者
で
は
「
の
ふ
(
存
在
す

る
)
と
い
う
実
存
的
態
度
」
と
「
持
つ
(
所
有
す
る
)
と
い
う
実
存
的
態
度
」
と
が
鋭
く
対
置
さ
れ
、
こ
の
対
置
の
な
か
で
現

代
に
お
け
る
生
の
感
受
性
の
喪
失
が
問
題
に
さ
れ
ま
す
。
こ
の
テ

l
マ
は
フ
ロ
ム
の
中
心
的
思
想
、
で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
こ
れ
か

ら
何
度
も
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
、
で
し
ょ
う
。
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
を
根
底
で
支
え
て
い
る
フ
ロ
ム
の
問
題

意
識
も
ま
た
右
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
ぜ
ひ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
を
貫
く
そ
も
そ
も
の
フ
ロ
ム
の
問
題
意
識
は
ど
こ

に
あ
る
か
と
い
う
点
で
す
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
現
代
人
は
「
愛
す
る
能
力
」
を
急
速
に
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機

意
識
で
す
。
こ
の
本
の
冒
頭
を
飾
る
フ
ロ
ム
の
三
つ
の
問
題
提
起
も
そ
こ
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
す
。

愛
に
つ
い
て
論
じ
る
本
と
い
う
の
は
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
な
に
か
優
し
く
希
望
に
あ
ふ
れ
で
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
つ
も

の
で
す
。
し
か
し
、
『
愛
す
る
と
い
う
こ
と
』
は
そ
の
書
名
が
与
え
る
印
象
と
は
ち
が
っ
て
実
は
た
い
へ
ん
厳
し
い
本
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
読
者
に
、
自
分
の
内
部
、
て
い
か
に
「
愛
す
る
能
力
」
(
恋
人
で
あ
れ
、
家
族
で
あ
れ
、
友
人
で
あ
れ
、

動
物
で
あ
れ
、
自
然
で
あ
れ
)
が
枯
渇
し
、
荒
廃
し
、
偽
物
と
変
わ
り
、
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
、
厳
し
い
自
己
省
察

と
自
己
批
判
を
要
求
し
ま
す
。

事
実
、
フ
ロ
ム
は
こ
の
本
を
、
自
分
に
は
愛
す
る
能
力
が
十
分
備
わ
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
ぼ
く
た
ち
の
自
惚
れ
を

打
ち
砕
く
、
批
判
の
作
業
か
ら
開
始
し
ま
す
。
既
に
ぼ
く
た
ち
が
前
章
、
て
一
瞥
し
た
よ
う
に
で
す
。
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主 要最 食主 主か，

噂 毛4

Z
0
4
M
ρ
d
F
e
vぷ
l
y

似

W

4
V

る

嚇

七
月
の
な
か
ば
、
ゆ
っ
こ
ち
ゃ
ん
が
堺
の
我
が
家
に
三
日
柏
市
ま
ウ
て
い
っ
た
。
山
市
叩
こ
ち
ゃ
ん
は
、
う
ち
の
五
歳
に
な
る
ま
ゆ
こ

が
こ
の
一
一
一
月
ま
で
添
っ
て
い
た
塞
尽
の
保
育
閣
の
親
友
だ
。
こ
の
滞
在
の
あ
い
だ
じ
?
フ
、
二
人
は
い
つ
も
予
を
つ
な
い
で
歩
草
、

“
が

お

た
え
ま
な
〈
鳴
き
か
わ
し
笑
い
る
や
て
、
夜
は
ま
ゆ
こ
の
ベ
ッ
ド
で
双
子
の
小
犬
の
姉
妹
の
よ
う
に
体
そ
寄
せ
あ
っ
て
眠
っ
た
。

、

ぽ
{
た
ち
一
門
家
は
こ
の
m
同
月
に
長
年
住
み
慣
れ
た
墓
尽
を
引
き
は
ら
っ
て
大
阪
に
う
つ

9
住
ん
だ
。
兄
の
小
学
四
年
生
の
暁
紀
は

砂

子

葉
ぶ
に
は
さ
ら
さ
ら
未
練
は
な
い
と
い
う
ふ
う
で
む
し
ろ
こ
の
引
越
を
歓
迎
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
し
、
ぽ
〈
と
畿
に
関
し
て
い

え
ば
、
文
字
通
り
生
活
の
新
展
隣
he期
し
て
興
味
津
々
こ
こ
に
や
っ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
引
越
に
文
句
そ
つ
け
る
筋
合
い
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
な
ん
と
い
っ
て
も
、
と
つ
〈
の
品
目
か
ら
ぽ
〈
た
ち
は
ま
ず
仕
事
と
社
交
の
他
人
行
儀
な
世
界
を
生
き
る
大
人
な
の

だ
。
た
だ
ま
ゆ
こ
に
と
っ
て
だ
げ
こ
の
引
材
胞
は
ひ
'
と
つ
の
〈
指
紋
失
v
で
あ
っ
た
。

堺
に
う
つ
り
住
ん
で
す
守
ま
ゆ
こ
は
幼
稚
図
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。
た
ん
に
大
阪
弁
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は
お
よ
そ
異
質
な
言

葉
の
役
券
の
な
か
に
投
げ
込
ま
れ
た
ば
か
れ
ソ
で
な
く
、
幼
稚
間
凶

t保
育
醐
凶

γ
は
そ
こ
で
の
生
活
の
療
理
が
途
っ
て
い
た
。
ま
ゆ
こ
は

紛
の
制
級
と
え
ん
じ
色
の
ベ
レ

i
嗣
帽
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
ラ
ン
ド
セ
ル
ぞ
務
負
わ
さ
れ
て
、
送
迎
パ
ス
で
幼
稚
関
に
通
う
こ
と
と
な
っ

た
が
、
そ
の
い
で
た
ち
が
象
徴
す
る
よ
う
に
幼
稚
聞
は
「
幼
児
教
育
」
な
る
も
の
の
場
で
あ
っ
て
、
働
き
に
出
た
不
夜
の
組
制
に
代
わ

っ
て
応
分
に
家
縫
と
地
域
の
働
き
を
分
け
も
つ
「
保
育
」
の
織
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ゆ
こ
は
一
歳
半
の
と
き
か
ら
こ
の
三
月
ま
で
、
削
刊
の
八
時
半
か
ら
夕
方
の
五
待
ま
で
ず
っ
と
閑
じ
保
湾
問
に
通
っ
て
過
ご
し
た
。

J須E
m 

j
s
!E
嚢
警
護
審
'F
b

蓬
1
4
j
jt
事
費

%
ま
、ゆ

こ
の
保
育
閣
で
の
ク
ラ
ス
は
い
つ
も
十
入
品
約
後
で
「
総
長
さ
ん
」
に
な
る
ま
で
は
そ
の
小
さ
な
ク
ラ
ス
に
コ
一
人
の
保
母
が
つ
き
、

み
関
全
体
で
も
子
供
の
き
せ
い
ぜ
い
七
十
人
?
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ぞ
れ
は
幼
児

t
奪
の
ま
な
尖
罪
で
あ
っ
た
。
ゆ
っ
こ
ち

弓
ん
は
そ
の
共
同
体
の
い
ち
ば
ん
伶
由
民
し
の
周
期
生
で
あ
っ
た
。

ゆ

幼
稚
鴎
に
通
い
だ
し
て
す
守
ま
ゆ
こ
は
こ
う
宣
震
し
た
。
「
ま
ゆ
こ
は
保
育
間
の
子
供
だ
よ
。
幼
稚
閣
の
子
で
は
な
い

t
-と
。
ま

く
た
主
婦
は
そ
れ
を
き
い
て
、
今
の
ま
ゆ
こ
が
生
き
る
散
を
よ
ゆ
こ
の
失
雪
と
名
づ
け
た
。
こ
う
し
て
た
だ
彼
女
に
い

っ
て
だ
り

一
家
の
引
越
は
ひ
と
つ
の
〈
夜
炎
v
で
あ
っ
た
。

;
そ
の
向
こ
う
備
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
は
ず
の
世
界
か
ら
ゆ
っ
こ
ち
ゃ
ん
が
君
。
ま
ゆ
こ
詩
情
実
に
な
っ
た
。
そ
し
て
不

S

F
こ
と
に
一
言
語
の
〈
霊
憾
の
時
V

が
ゆ
っ
こ
ち
ゃ
ん
の
震
と
と
も
に
終
わ
っ
た
と
え
ま
ゆ
こ
は
卦
に
も
ま
し
じ
ぺ

れ

は

は

い

川

河

川

、

ま

る

で

反

対

に

、

そ

れ

以

?

の

小

Z
T喜
と

ま

2
3ら
せ
て
大
阪
の
子
供
の

. . 

こ
の
あ
い
だ
饗
が
、
幼
稚
閣
に
通
い
始
め
た
嘆
の
ま
ゆ
こ
に
つ
い
て
こ
ん
な
悶
絹
却
を
怒
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
た
だ
ひ
と
り
の
知
与
合
い
と
て
な
い
と
こ
ろ
に
来
た
ま
ゆ
こ
で
は
あ
っ
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
ぽ
〈
た
ち
の
入
湾
し

た
守
ザ
げ
に
住
ん
で
い
る
手
間
じ
幼
稚
弱
に
滋
う
ひ
と
り
の
女
の
子
が
い
え
る
こ
は
す
令
に
そ
の
子
と
室
に
な
ろ
う

と
ー
へ
玖
あ
ま
主
役
ー
が
あ
わ
な
い
の
か
、
は
じ
め
を
の
子
一
は
ま
ゆ
こ
を
な
か
な
か
友
一
途
に
し
て
〈
れ
な
か
っ
た
。

J

f
j
l宮
、

4
4
2
2ン
脇
の
あ
の
ス
ベ

2
8菌
に
で
か
げ
て
は
、
五
分
お
き
に
泣
い

jut-t害

?
?
た
ち
の
震
の
慾
の
下
に
あ
る
、
ス
ペ
リ
会
が
一

5
2る
そ
の
ま
な
公
闘
は
こ
の
?
ン
シ
譜
ン
と
辺
町
の
子
供

、
た
ち
の
溜
ち
場
な
の
だ
。
意
地
面
相
さ
れ
た
、
遊
ん
で
〈
れ
な
い
と
い
勺
て
は
泣
き
織
っ
て
{
る
の
だ
が
、
し
か
し
棄
に
よ
れ
ば
、
そ

¥
れ
で
も
ま
ゆ
こ
は
し
ば
ら
〈
す
る
と
公
濁
に
で
か
げ
て
ゆ
き
、
そ
し
て
ま
た
泣
き
織
っ
て
〈
る
の
で
あ
っ
た
。

川町

件
そ
ん
な
あ
る
段
、
融
資
が
窓
か
ら
そ
っ
と
公
函
の
ま
ゆ
こ
を
う
か
が
徐

ゆ
こ
は
墓
尽
か
ら
持
っ
て
き
た
焚
色
の
サ
ッ
カ
ー
ポ

J

F
ル
を
一自

分
の
ま
え
に
し
っ
か
り
抱
え
、
ダ
ゅ
う
と
お
な
か
に
押
し
当
て
、
殉
じ
幼
稚
関
に
遜
う
そ
の
女
の
子
と
ほ
か
ニ
、
三
人
の

.<、

、九
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J

グ
子
供
た
ち
か
ら
な
る
遊
び
の
輪
島
志
、
少
し
総
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
‘
し
か
し
、
同
り
つ
し
て
そ
こ
を
動
〈
ま
い

k
す
る
様
子
で
じ
っ
と
免

務
め
て
い
た
と
い
う
。
ま
ゆ
こ
は
ま
だ
自
分
か
ら
そ
の
遊
び
の
輸
に
飛
び
込
ん
で
ゆ
〈
こ
と
は
で
き
な
か
4

た
。
ま
だ
彼
女
は
令
嗣

こ
の
子
v
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
た
と
え
線
制
怖
さ
れ
よ
う
と
そ
こ
か
ら
立
ち
去
る
こ

t
も
で
き
な
か
っ
た
。
ま
ゆ
こ
の

役
務
は
い
ま
、
で
は
も
う
そ
こ
に
し
か
な
い
か
ら
だ
。

畿
が
間
関
恕
し
て
潔
う
ミ
あ
の
と
き
の
ま
ゆ
こ
に
と
っ
て
は
あ
の
東
京
か
ら
持
っ
て
き
た
黄
色
の
ポ
ー
ル
は
必
守
ち
だ
っ
た
の
よ
」

色
。
「
人
間
に
と
っ
て
お
な
か
っ
て
場
所
は
き
?
と
い
ち
ば
ん
不
安
な
と
こ
ろ
な
の
よ
。
そ
こ
を
空
い
た
ま
ま
に
し
て
何
か
ら
も
守
ら

れ
ず
、
ひ
と
hv骨
ふ
う
て
い
る
っ
て
こ
と
は
。
東
京
が
絡
ま
っ
て
い
る
あ
の
輔
氏
忽
の
ポ
!
ル
は
あ
の

t
き
ま
ゆ
こ
に
と
っ
て
は
ボ
ー
ル

一
で
は
な
〈
て
、
人
開
問
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
よ
、
-
お
守
り
だ
っ
た
の
よ
」
と
。

ゆ
っ
こ
ち
ゃ
ん
が
来
て
か
ら
ま
ゆ
こ
は
験
結
に
満
ち
だ
し
た
。
そ
れ
以
務
に
、
院
に
、
は
じ
め
は
五
分
お
き
に
泣
き
崎
市
っ
た
そ
の

寵
が
だ
ん
だ
ん
建
い
も
の
と
号
、
ぞ
れ
に
つ
れ
て
ま
ゆ
こ
害
警
は
大
阪
弁
の
イ
ン
ト
ネ
!
シ
議
ン
が
滋
じ
る
よ
う
に
な

9
‘
大
阪
の
霊
薬
が
縫
え
だ
し
て
い
た
。
「
ち
?
?
、
為
か
ん
、
お
守
ち
ゃ
ん
へ
た
ち
ま
ち
ま
ゆ
こ
は
こ
れ
ら
の
設
業
安
駆
使
し
だ
し

た
b

肇
に
ま
ゆ
こ
が
〈

3
3
2
-だ
し
て
い
る
の
が
わ
か

Z。
そ
し
て
、
ゅ
;
ち
ゃ
ん

t
g警
三
羽
織
は
こ

う
し
た
ま
ゆ
こ
の
変
化
令
後
渓
事
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
俊
滋
し
た
。

ま
ゆ
こ
は
い
ま
で
も
お
分
が
「
岬
陳
謝
円
醐
闘
の
子
供
L

だ
と
い
う
こ
と
を
磯
議
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
層
、
そ
の
線
信
を
彼
女
じ
も
た

え
ら
し
た
の
は
ゆ
っ
こ
ち
ゃ
ん
と
の
釜
援
の
五
百
開
聞
で
あ
づ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
篠
崎
怖
は
そ
の
三
nn
摘
を
と
‘
お
し
て
そ
の
意
味
を

変
え
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

お
な
か
の
外
じ
抱
き
し
め
ら
れ
て
い
た
黄
色
い
ボ
ー
ル
は
ま
ゆ
こ
の
小
ち
な
お
な
か
に
す
っ
ぽ
hv
入
っ
て
、
彼
女
を
満
た
し
た
。

そ
れ
は
い
ま
彼
女
を
外
へ
主
、
新
し
い
大
級
の
子
供
た
ち
の
救
国
介
へ
と
駆
り
立
て
る
務
撃
に
満
ち
た
エ
ふ
ル
ギ
ー
に
な
っ
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
。

ま
ゆ
こ
は
一
つ
の
役
闇
骨
を
失
う
こ
と
で
こ
つ
の
世
界
を
鋼
材
た
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
彼
女
に
〈
惟
雰
V

を
生
き
る
綴
滅
的
な
カ
を
与
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え
る
の
だ
と
、
ぽ
〈
は
鐙
じ
る
a

/
緋

ρ張
者

も
銭
の
ま
ゆ
こ
の
と
こ
ろ
へ
、
つ
い
ぜ
ん
だ
っ
て
引
織
し
て
い
づ
た
古
典
遣
の
な
お
み
ち
ゃ
ん
か
ら
禁
容
が
き
た
。
火
器
な
ひ
ら
が
な

が
薬
審

J

い
っ
ぱ
い
に
寂
左
に
か
し

y
な
が
ら
鉛
筆
で
替
か
れ
て
い
た
。

「
ま
ゆ
こ
ち
ゃ
ん
へ
ま
ゆ
こ
ち
ゃ
ん
紛
げ
ん
き
で
す
か
。
い
ま
な
に
し
て
い
ま
す
か
。
お
に
い
ち
ゃ
ん
も
お
げ
ん
き
で
す
か
。
ぉ

デ
へ
ん
じ
〈
だ
さ
い
ね
J
削
引
越
し
た
と
い
う
た
が
、
と
つ
は
そ
れ
は
こ
の
薬
害
が
き
で
は
じ
め
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
だ
っ

ザ
た
。
幼
稚
岡
憾
の
夏
休
み
が
始
ま
4
て
少
し
ば
か
ち
た
っ
た
あ
る
臼
、
十
8
ば
か
哲
子
供
た
ち
そ
つ
れ
て
図
舎
に
い
っ
て
〈
る
と
、
な

お
み
ち
ゃ
ん
の
縫
裁
は
な
お
み
ち
ゃ
ん
と
そ
の
懇
の
だ
か
〈
ん
ぞ
つ
れ
て
実
家
に
廃
っ
た
の
だ
が
、
ぼ
〈
た
ち
夫
織
は
そ
れ
っ
き
り

に
な
る
の
で
は
と
ひ
そ
か
に
危
細
択
し
て
い
た
の
だ
a

そ
れ
ほ
E
に
こ
の
一
家
の
炎
織
の
伶
は
怒
か
っ
た
。
子
供
添
え
い
な
げ
れ
ば
と
つ
〈
に
別
れ
て
い
る
と
は
こ
の
母
殺
の
豆
鮮
で
、

の
の
し
ち
、
わ
め
き
、
は
て
は
家
財
が
散
乱
し
、
暴
力
沙
汰
で
終
る
こ
と
ぞ
っ
ね
と
す
る
こ
の
夫
織
の
夫
婦
澄
一
機
の
は
な
ば
な
し
さ

は
こ
の
界
線
で
も
つ
と
に
有
名
で
あ
っ
た
。
十
口
M

を
滋
封
。
て
も
叫
ニ
入
は
渓
ら
な
か
っ
た
。
も
う
一
決
ら
な
い
か
も
し
れ
訟
い
な
、
と
ぽ

f

〈
た
ち
は
話
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
「
あ
の
夫
婦
も
不
死
為
だ
か
ら
ね
」
と
は
畿
の
塗
薬

γ
は
あ
っ
た
が
。
そ
し
て
楽
警
が
き
た
の

q

判
九
。

は
じ
め
の
雨
明
、
ま
ゆ
こ
と
な
お
み
ち
ゃ
ん
は
り
つ
し
て
仲
が
良
か
っ
た
わ
り
で
は
な
か
っ
た
。
二
人
は
蹄
じ
碕
て
こ
の
守
ン
シ

日
ン
で
関
C
幼
稚
震
に
滋
う
た
っ
た
二
人
の
問
級
生
で
は
あ
っ
た
が
、
一
緒
に
い
れ
ば
十
分
も
た
た
な
い
う
ち
に
喰
線
k
な
る
問
棋

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
、
な
お
み
ち
ゃ
ん
は
幾
た
ち
の
夫
線
鐙
憾
に
い
わ
ば
鍛
え
ら
れ
、
い
つ
も
怒
り
を
体
に
‘
疲
ら
せ
た
様
子
の
じ
つ

に
荒
々
し
い
子
供
だ
っ
た
の
で
、
澄
織
に
な
れ
ば
た
い
て
い
ま
ゆ
こ
の
は
う
が
先
に
誼
き
出
し
た
。
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