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二
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第
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一
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法

的

序
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「
フ
ィ
ロ
ロ
ギ

l
は
よ
く
読
む
こ
と
を
教
え
る
。

よ
く
読
む
と
は
、
ゆ
っ
く
り
と
、
深
く
、

目
を
前
後

に
光
ら
せ
、
底
意
を
も
っ
て
、
戸
を
あ
け
は
な
ち
、
繊
細
な
指
と
目
を
も
っ
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
」

一
八
八
六
年
の
序
一
言

ニ

l
チ
ェ
「
曙
光
」

本
論
文
が
企
図
す
る
の
は
、

ゲ
ー
テ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
解
釈
と
い
う
の

は
、
近
時
ま
こ
と
に
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
「
イ
ン
タ
ー
プ
レ
タ
ツ
イ
オ
l
γ
」
と
別
の
も
の
で
は
な
い
、
こ
の
概
念
は
、

エ

l
ミ

l
ル
・

シ
ュ
タ
イ
ガ

l
の
唱
導
以
来
、
本
国
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
に
お
い
て
も
や
か
ま
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
解
釈
」
は
最

近
の
文
芸
学
が
新
し
く
発
見
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
解
釈
の
実
際
は
お
よ
そ
文
学
の
研
究
と
と
も
巳
古
い
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
我
々
が
、

A

・
w-
シ
ュ
レ

1
ゲ
ル
ら
の
ご
と
き
、

い
わ
ゆ
る

レ
ツ
シ
ン
グ
、

ヘ
ル
ダ

l
、
ゲ
ー
テ
、

シ
ラ

l
、

北
大
文
学
部
紀
要
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「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

文
芸
の
大
家
た
ち
の
書
物
を
ひ
も
と
く
な
ら
ば
、
彼
ら
が
、

た
解
釈
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、

「
解
釈
」

を
方
法
的
に
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
れ

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ

l
ラ
ー
や
コ

γ
ラ
l
ト
・
ブ
ル
ダ

い
わ
ゆ
る
文
献
学
の
古
い
大
家
と
し
て
今
日
の
文
学
研
究
の
背
景
に
お
し
ゃ
ら
れ
た
感
が
あ
る
が
、
彼
ら
自
身
決
し
て
世
に
い
う

文
献
学
的
方
法
を
一
面
的
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
す
ぐ
れ
た
解
釈
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
(
れ
o

さ
ら
に
、

内々
」匹、

'
t
 

現
代
に
お
い
て
「
解
釈
」
の
立
場
を
と
る
人
々
|
|
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
、
カ
イ
ザ
l
、
ヴ
ィ

1
ゼ
ー
ー
ー
の
聞
に
も
、
方
法
の
上
で
か
な
り
著

し
い
差
異
が
見
ら
れ
る
。
「
解
釈
」
と
い
う
概
念
は
決
し
て
一
義
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
我
々
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
を
解

釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

い
か
な
る
態
度
で
こ
れ
に
の
ぞ
も
う
と
す
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
我
々
の
研
究
に
関
係
す
る
限
り
で
こ
の
問
題
に

ふ
れ
て
お
こ
う
。

文
芸
学
i

i
文
学
の
学
的
研
究
ー
ー
が
独
立
し
た
一
個
の
学
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
古
い
こ
と
で
は
な
い
。

w 
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デ
ィ
ル
タ
イ
や

H
・
リ
ッ
カ
ー
ト
が
、
自
然
科
学
の
精
密
な
方
法
に
対
し
て
、
学
と
し
て
の
精
神
科
学
あ
る
い
は
文
化
科
学
の
特
殊
な
方

法
を
樹
立
す
る
た
め
に
な
し
た
非
常
な
努
力
は
、
他
の
学
問
に
く
ら
べ
れ
ば
つ
い
最
近
の
こ
と
に
属
す
一
年
精
神
諸
科
学
の
な
か
で
は
、

古
代
以
来
の
伝
統
を
に
な
う
古
典
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
ー
が
早
く
よ
り
学
的
権
威
を
確
立
し
て
い
た
の
に
対
し
、
心
理
学
、
教
育
学
な
ど
は
高
々

哲
学
の
一
分
科
た
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
文
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
古
典
フ
ィ
ロ
ロ
ギ

l
は
今
日
で
も
無
冠
の
帝
王
で
あ
る
が
、
近
代
ド

イ
ツ
文
学
は
そ
れ
ら
の
な
か
で
は
全
く
成
り
上
り
者
の
位
置
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
学
研
究
の
学
と
し
て
の
独
立
は
こ
の
よ
う

に
お
く
れ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
す
ぐ
れ
た
文
学
史
的
記
述
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ゲ
ル
ヴ
ィ

l

ヌ
ス
、

ヘ
ッ
ト
ナ

l
、

シ
ェ

I
ラ
l
の
名
を
あ
げ
る
だ
け
で
も
十
分
う
な
ず
け
る
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
政
治
史
的
、

文
化
史
的
、
国
民
教
育
的
に
偏
り
、
文
学
そ
れ
自
体
を
考
察
の
中
心
に
す
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
遠
か
っ
た
。
今
世
紀
に
入
っ
て
、
哲



学
や
実
証
科
学
の
新
し
い
展
開
と
と
も
に
、
文
学
研
究
も
ま
た
新
し
い
方
法
を
つ
ぎ
つ
、
ぎ
に
と
り
入
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
重
要
な
成

果
を
あ
げ
た
。
ゥ
ン
ガ

l
の
問
題
史
、
コ
ル
フ
の
精
神
史
、
ナ
l
ド
ラ

l
の
種
族
史
、
グ

γ
ド
ル
フ
の
偉
人
像
の
叙
述
、
ベ
ッ
ク
マ

γ
の
形

式
史
に
お
け
る
業
績
は
そ
の
重
要
な
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
ま
た
文
学
的
現
象
を
文
学
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
い

う
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
問
題
史
、
精
神
史
は
、
哲
学
史
あ
る
い
は
一
般
歴
史
学
の
一
部
門
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
種
族
史
も
ま

た
民
族
心
理
学
の
二
応
用
に
す
ぎ
ず
、
形
式
史
は
美
学
的
言
語
学
の
方
法
を
文
学
に
適
用
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
グ
ン
ド
ル
フ
の
人
物

像
に
お
い
て
は
、
作
品
に
よ
る
人
物
の
神
話
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、

ィ
ン
ガ

l
は
「
文
芸
学
の
哲
学
し
を
編
纂
し
た
が
、
そ
れ
は
文
学
研
究
の
方
法
を
確
立
す
る
に
は
程
遠
く
、

一
九
三

O
年、

エ
l
ミ

l
ル
・
エ
ル
マ
テ

か
え
っ
て
文
芸
学
方
法
論
の

乱
立
無
政
府
状
態
を
再
認
識
す
る
上
で
有
意
義
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
は
そ
の
序
言
で
、

念
が
存
在
し
て
以
来
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
混
乱
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
今
日
で
も
変
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

「
ド
イ
ツ
文
芸
学
の
現
状
は
、

」
の
概

し
、
精
神
科
学
の
方
法
論
的
反
省
の
歴
史
が
、

わ
ず
か
七
、

八
十
年
を
へ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
文
芸
学
に
い
た
っ
て
は
そ
れ
よ
り
も
も
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っ
と
お
く
れ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
態
は
む
し
ろ
当
然
と
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ヴ
ェ
ル
ナ

l

・
ミ
ル
ヒ
は
文

叶
一
五
学
方
法
論
の
現
状
に
つ
い
て
、

お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
文
芸
学
方
法
論
の
現
状
は
、
化
学
が
十
八
世
紀
に
錬
金
術
か
ら

脱
皮
し
た
こ
ろ
の
状
態
に
あ
る
。
金
は
作
れ
ぬ
が
磁
器
は
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
も
認
識
の
進
歩
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
我
々
は
成
果
の
乏
し
い
の
を
憂
う
べ
き
で
は
な
く
、
今
や
っ
と
現
状
を
認
識
し
え
た
こ
と
を
喜
ん
で
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う

現
状
に
お
い
て
、
方
法
論
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
ど
の
方
法
か
ら
で
も
な
ん
ら
か
の
成
果

が
期
待
で
き
る
。
我
々
は
ま
ず
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
努
力
を
傾
け
よ
う
で
は
な
い
か
。
ミ
ル
ヒ
の
指
摘
は
文
学
研
究
の
現
状
に
対
す
る

正
し
い
診
断
で
は
あ
っ
た
が
、
研
究
上
の
こ
の
混
乱
が
そ
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
て
よ
い
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
な

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

か
で
、

一
つ
の
方
法
的
な
反
省
が
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
解
釈
」

の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

文
学
の
研
究
を
従
来
の
よ
う
に
社
会

学
、
政
治
史
、
精
神
史
、

心
理
学
等
々
の
、
他
の
学
問
的
方
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
文
学
と
い
う
現
象
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
な

方
法
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
解
釈
の
立
場
は
何
よ
り
も
文
芸
学
を
文
学
そ
の
も
の
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問

と
し
て
、
こ
れ
を
他
の
精
神
諸
科
学
と
対
置
し
、
「
ド
イ
ツ
文
芸
学
の
主
権
」

(ωoロ
4
R
E
X
E
仏

2
舟
E
回
口
宮
ロ
ピ
芯
岡
田
昨
日
当

5
2・

ボ
エ

1
チ
イ
グ

聞
の
宮
内
同
)
を
う
ち
立
て
る
こ
と
に
も
カ
イ
ザ

1
2一
言
葉
を
す
れ
ば
、
作
品
の
内
在
的
解
釈

l
lき
ー

を

文

芸

学

の

「

最

内

奥

の
領
域
」
に
据
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
研
究
を
個
々
の
作
品
に
限
っ
て
、
作
品
以
外
の
も
の
を
考
慮
の
外
に

置
く
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
解
釈
L

の
立
場
が
軽
卒
に
単
純
化
さ
れ
て
一
般
の
誤
解
を
招
い
て
い
る
む
き
も
見
ら
れ
る
ゆ
え
に
、

の

こ
と
は
一
一
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
誤
解
に
対
し
て
は
っ
き
り
断
っ
て
い
る
。
「
言
語
芸
術
作
品
の
解

(
9
)
 

明
に
あ
た
っ
て
、
テ
グ
ス
ト
だ
け
に
考
察
を
限
ろ
う
と
す
る
の
は
全
く
の
う
ぬ
ぼ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
」
「
解
釈
」
の
立
場
は
ま
た
、
他
の
諸

な
お
そ
こ
に
残
る
文
学
の
文
学

バ官
同
町

υ

噌

2
ム

科
学
の
方
法
に
よ
る
成
果
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
研
究
成
果
を
援
用
し
な
が
ら
、

的
生
命
に
そ
の
研
究
の
主
要
関
心
を
む
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
文
学
の
文
学
的
生
命
と
は
何
か
。

著
「
ゲ

l
テ
」
の
末
尾
で
、
詩
人
の
生
涯
の
詩
作
活
動
を
か
え
り
み
な
が
ら
、

シ
ュ
タ
イ
ガ

l
は
、
大

自
分
が
こ
こ
で
求
め
た
の
は

「
『
文
体
』
の
な
か
に
芸
術

《

ω片
岡
戸
》
田
口
国
間
)
H
・昨
m
H
)

的
に
刻
み
つ
け
ら
れ
る
詩
人
の
実
在
の
『
リ
ズ
ム
』
で
あ
る
」

2
2
《
悶

F
1
r
g
E》
印
包
ロ
2
ロ
紅
白
窓
口
N
U

仏

R
F
C
ロ印己目立∞口
}
H
a
n
r
F
B

と
い
っ
て
い
る
o

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
用
い
て
い
る
例
に
よ
っ
て
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
我
々
は
モ

l
ツ
ア

レ
'p
、
ミ
ヅ
、
、

ノ

ノ

ベ
l
ト
l
ヴ
ェ

γ
の
音
楽
を
き
く
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
曲
家
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
個
有
な
リ
ズ
ム
を
直
感
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
じ
こ
と
は
文
学
に
お
い
て
も
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
も
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
ゲ

1
テ
も
、
そ

れ
ぞ
れ
個
有
な
『
文
体
』
『
世
界
』
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
個
有
な
作
家
の
世
界
を
文
体
の
上
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
他
の



い
か
な
る
科
学
に
も
な
し
え
ぬ
文
芸
学
固
有
の
仕
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
と
が
、
芸
術
に
か
な
っ
た
解
釈
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
」

そ
こ
で
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
は
い
う
。
「
個
々
の
作
品
を
論
証
す
る

一
作
品
、

一
作
家
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
こ
と
は
、

一
時
代
、

一
国
民
の
文
学

に
つ
い
て
も
い
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
態
度
で
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
。
で
は
こ
の
作
品
の
個
有
な
リ
ズ
ム
は
い
か
に

し
て
と
ら
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
「
解
釈
」
の
方
法
に
特
有
な
幾
つ
か
の
間
題
が
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
言
語
芸
術
作
品

は
概
念
の
構
成
物
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
個
有
な
芸
術
意
志
が
、
そ
の
個
有
な
言
語
に
託
さ
れ
て
一
つ
の
世
界
を
形
成
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
常
に
只
一
回
的
な
形
象
と
し
て
我
々
の
前
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
我
々
の
概
念
的
な
思
索
で
は
な
く
主
と
し
て

我
々
の
感
情
に
働
き
か
け
る
。
感
情
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
が
必
ず
し
も
作
品
の
世
界
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

作
品
の
世
界
は
ま
ず
我
々
と
「
個
人
的
に
出
会
う
こ
と
」
(
島
巾
宮
岡
田
O

ロロロ

Z
切巾

m
a
E話
)
な
し
に
は
開
示
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
作
品
は
そ
の
具
体
的
形
象
に
よ
っ
て
、
思
惟
と
感
情
を
含
め
た
我
々
の
直
観
に
非
合
理
的
に
働
き
か
け
る
。
作
品

い
と
し
て
も
、
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と
い
う
一
つ
の
主
観
的
世
界
の
呼
び
か
け
と
、
読
者
の
主
観
の
こ
れ
に
対
す
る
応
答
が
我
々
の
文
学
研
究
の
出
発
点
と
な
る
。
こ
の
よ
う

な
両
者
の
「
出
会
い
」
が
究
極
に
お
い
て
「
個
人
的
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
文
芸
の
学
は
ど
う
し
て
客
観
的
な
学
た
り
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
我
々
の
文
芸
学
の
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
カ
イ
ザ
l
は
、

で
あ
る
」
と
い
う
。
「
適
切
に
」

「
解
釈
は
、

そ
の
つ
ど
の
作
品
を
適
切
に
と
ら
え
る

と
は
、
作
品
が
何
を
表
現
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
表

現
し
そ
こ
ね
て
い
る
か
を
、
「
作
品
そ
の
も
の
の
内
在
的
要
求
」

(
5
5
2
2
Z
〉
民
o
丘町
E
お
巾
ロ

3
5
巧
R
F
g
)
に
応
じ
て
享
受
者

の
一
言
葉
に
表
現
し
か
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
作
品
の
内
在
的
要
求
は
概
念
的
一
義
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

と

(山門広
ρ
己
主
σ
開
広
島
田
口
ロ
m)

(
同
仏
か
円
山
口
問
同
)

な
い
。
ま
た
、
か
り
に
作
者
が
作
品
の
意
図
を
語
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
作
品
自
体
が
作
者
の
意
図
を
超
え
て
い
る
、
乃
至
は
意
図
に
反
し

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

て
い
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
研
究
者
は
作
者
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、

た
だ
作
品
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
、

自
己
の
感
受
性
に
頼
っ
て
憶
測
す
る
外
は
な
い
。
し
か
も
こ
の
感
受
性
は
、
研
究
者
の
主
観
が
各
人
各
様
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
研
究
者

が
時
代
を
異
に
し
、
所
を
変
え
る
に
従
っ
て
多
様
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
研
究
者
は
い
か
に
し
て
も
自
己
の
歴
史
的
地
域
的
制
約
を
は
な

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

ホ
メ
ロ
ス
が
ニ
l
チ
ェ
の
先
駆
者
と
さ
れ
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
実
存
主
義

者
に
仕
立
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
ゲ

l
テ
が
仏
教
的
行
者
と
見
な
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
時
事
的
文
芸
批
評
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
文

学
研
究
に
お
い
て
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
文
学
研
究
が
読
者
の
主
観
を
媒
介
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
こ
れ
に
対
す
る
方
法
的

規
制
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
グ
ア
ル
デ
ィ
l
ニ
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
研
究
者
は
ひ
た
す
ら
自
己
の
ソ
フ
ロ
ジ
ュ
ネ
l
(
節
度
〉

を
練
磨
す
る
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
れ
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
歴
史
認
識
に
お
け
る
現
代
意
識
に
つ
い
て
も
少
し
く
考
慮
し
て
お
く
こ
と
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は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
過
去
の
事
象
は
、
現
在
我
々
が
お
か
れ
て
い
る
立
場
を
は
な
れ
て
認
識
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
意
識
を

強
調
す
る
人
は
、

「
今
」
を
は
な
れ
た
過
去
そ
の
も
の
の
認
識
は
そ
れ
自
体
で
は
生
命
の
な
い
骨
董
に
す
、
ぎ
な
い
、

現
代
の
問
題
意
識
に

よ
っ
て
の
み
過
去
の
事
象
も
意
味
を
も
っ
て
く
る
、
今
自
分
が
お
か
れ
て
い
る
立
場
を
は
な
れ
て
は
歴
史
的
認
識
は
死
せ
る
知
識
の
集
積

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
。

B
-
グ
ロ
l
チ
ェ
の
つ
ぎ
の
一
言
葉
は
全
く
そ
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。

現
在
か
ら
想
像
復
元
し
再
思
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
在
と
の
縁
を
切
り
す
て
て
暗
い
過
去
の
な
か
に
お
ち
こ
む
こ
と
で
は
な

い
o
」
ク
ロ
l
チ
ェ
が
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
と
き
、

「
人
が
真
に
要
求
す
る
こ
と
は
、

過
去
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
学
は
す
で
に
多
く
の
こ
と
を
な
し
と
げ
て
い
た
。

文
献
学
に
よ

る
資
料
の
確
定
、
精
神
史
的
、
実
証
主
義
的
、
社
会
学
的
等
々
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
る
歴
史
叙
述
が
立
派
な
成
果
を
あ
げ
て
い
た
。
が
そ

こ
に
ニ
l
チ
ェ
の
「
歴
史
の
利
害
」
を
論
じ
る
文
章
が
現
れ
て
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
の
根
底
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危



機
の
意
識
と
結
び
つ
い
て
歴
史
学
に
根
本
的
な
反
省
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
歴
史
認
識
に
お
け
る
現
代
意
識
の
問
題
が
強
く
表
面
に

出
て
き
た
の
は
ま
こ
と
に
必
然
の
勢
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
我
々
も
ま
た
歴
史
認
識
に
お
い
て
現
代
意
識
が
必
要
な
こ
と
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
代
意
識
が
歴
史
を
生
か
し
う
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
対
象
と
す
る
過
去
の
事
象
の
正

確
な
把
握
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
論
者
は
、
過
去
の
正
確
な
認
識
は
現
代
意
識
な
し
に
は
な
さ
れ
え
な
い
と
い
う
が
、
現
代
意
識
の

参
加
な
し
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
排
除
し
て
確
立
さ
れ
る
べ
き
領
域
が
あ
る
こ
と
も

a

否
定
し
え
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ガ
l
は
、
「
過
去
の
精
神
」

(
の
包
鬼
門

H2
ぐ
2
m山口
m巾

ロ
}
戸
色
丹
)

を
と
ら
え
る
べ
き
学
者
の
態
度
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
過
去
の
す
べ
て
の
も
の
は

我
々
の
偏
見
、
我
意
、
願
望
に
よ
っ
て
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
は
じ
め
一
寸
見
た
と
き
に
そ
う
思
わ
れ
る
以
上
に
か
た
く
と
ざ
さ
れ

過
去
の
一
切
は
、
最
も
誠
実
な
最
も
忍
対
強
い
自
己
放
棄
に
よ
っ
て
の
み
我
々
に
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
o
」

て
い
る
。

一
般
歴
史
の
こ

意
識
で
は
な
く
、
逆
に
き
び
し
い
「
自
己
放
棄
」

(ω
乙
宮
芯
旦
知
己

T
Eロ
m)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
・
シ
ャ
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と
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
文
学
研
究
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
が
実
際
に
や
っ
て
み
せ
た
様
々
な
作
品
の
解
釈
は
、
現
代

片
山
門

F
O
H
-
N
O口
時

)

ー
デ
ヴ
ア
ル
ト
が
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
へ
レ
ナ
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
「
芸
術
作
品
の
唯
一
の
基
本
的
視
野
」

2
2
巳
口
弘
常
開

F
E
E
-

(
四
)

を
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
も
、

い
わ
ゆ
る
現
代
意
識
の
偏
見
、

我
意
、

願
望
に
よ
る
作
品
の
盗
意
的
解
釈
を
は
な
れ
て

「
過
去
の
精
神
」
を
そ
の
ま
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、

カ
イ
ザ
l
は
カ
フ
カ
の
作
品
を
評
し
て
、

そ

れ
は
す
ば
ら
し
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
コ
シ
ツ
ェ
ル
ト
で
あ
る
が
低
い

G
線
だ
け
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
、
彼
が
今
日
過
大
に
評
価
さ
れ
て
い
る

(
凶
)

と
い
っ
て
い
る
が
、
我
々
は
そ
こ
に
も
ま
た
、
文
学
作
品
の
評

の
は
、
こ
の

G
線
上
の
演
奏
が
時
代
の
体
験
に
か
な
っ
て
い
る
た
め
だ
、

価
と
解
釈
が
時
代
の
偏
見
や
願
望
に
よ
っ
て
ゆ
が
み
や
す
い
こ
と
に
対
す
る
警
告
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
例
に
ょ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
現
代
意
識
が
歴
史
を
歪
曲
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
/
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、

一
面
ま
た
我
々
は

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

所
詮
現
代
を
は
な
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
を
は
な
れ
よ
う
と
す
る
意
識
が
逆
に
き
わ
立
っ
て
現
代
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
o

や
や
逆
説
的
に
い
え
ば
、
現
代
意
識
を
は
な
れ
よ
う
と
す
る
歴
史
認
識
は
か
え
っ
て
よ
り
深
い
意
味
で
現
代
意
識
に
つ
な

が
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
が
そ
れ
な
ら
ば
逆
に
人
は
安
ん
じ
て
歴
史
に
参
入
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
過
去
の
精
神
を
と
ら
え
よ

う
と
す
る
歴
史
家
は
ひ
た
す
ら
古
代
の
、
中
世
の
、
ま
た
近
代
の
精
神
に
沈
潜
す
る
。
そ
こ
に
は
テ
グ
ス
ト
解
明
の
困
難
な
仕
事
が
あ
る
。

古
い
語
義
語
法
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
辛
労
な
営
み
が
あ
る
o

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
現
代
意
識
を
強
調
す
る
人
々
の
偶
笑
を
買
う
で
も
あ
ろ

う

し
か
し
彼
は
、

か
か
る
過
去
の
正
確
な
認
識
が
は
じ
め
て
よ
く
真
の
現
代
意
識
に
も
応
じ
う
る
こ
と
を
信
じ
る
ゆ
え
に
、

「
誠
実
な

忍
耐
強
い
自
己
放
棄
」
に
徹
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
過
去
の
認
識
が
、
直
ち
に
現
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
要
求
に

こ
た
え
う
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
こ
の
歴
史
家
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な
い
。
し
か
し
時
代
の
要
求
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
の

精
神
を
あ
や
ま
り
な
く
現
代
と
未
来
に
つ
た
え
る
こ
と
が
学
問
の
な
す
べ
き
重
要
な
仕
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
者
は
き
び
し
く
現
代
を
は

な
れ
て
過
去
に
む
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
か
え
っ
て
学
者
の
誠
実
な
現
代
意
識
を
立
証
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
研
究
者
が
単
に
過
去
の
作
品
の
時
代
に
か
え
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
単
に
過
去
の
時
代
に
か
え
る
だ
け
な
ら
ば
、
我
々
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は
現
代
の
偏
見
を
た
だ
過
去
の
偏
見
と
と
り
か
え
る
だ
け
に
す
、
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
関
し
て
カ
イ
ザ
l
は
適
切
な
例
を
あ
げ

て
い
っ
て
い
る
o

か
つ
て
イ
プ
ラ
ン
ト
の
「
畏
敬
に
よ
る
犯
罪
」
(
ぐ
R
F
R
Y
2
2
u
肘
可
P
R
E
)
と
い
う
作
品
、
が
、
そ
の
時
代
の
緊
張

を
は
ら
ん
で
い
た
た
め
に
、
ゲ
ー
テ
の
同
じ
頃
に
出
た
「
イ
フ
ィ
ゲ
l
ニ
エ
」
よ
り
も
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の

観
客
が
そ
の
時
代
の
偏
見
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
過
去
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

ゲ
ー
テ
を
す
て
て
イ
ブ
ラ
シ
ト
を
重

ん
ぜ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

」
れ
に
つ
い
て
カ
イ
ザ
l
は、

「
我
々
は
作
品
が
成
立
し
た
年
の
同
時
代
者
で
は
な
く
作
品
の
同
時
代

者
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」

(ヨ
H
m
o
-
-
8
5
;
E件
目

N
2
m
g
o
a
g
母
印
刷
ロ

Z
B
S呂田
r
H
2
5
2
Z
P
由。足巾
E
N
E
N
S
q



ロ
。
出
国
巾
ロ
〔
目
白
同
門
)
片
宮
ロ
ロ

m)

(
加
)

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
同
時
代
者
と
い
う
の
は
、

つ
と
め
て
歴
史
的
偏
見
を
と
り
は
ら
っ
て
、
作
品
に
じ

か
に
相
対
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
作
品
と
「
個
人
的
に
出
会
う
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
過
去
の
作
品
に
じ
か
に
相
対

す
る
こ
と
は
、
準
備
な
し
に
、
手
ぶ
ら
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
文
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
代

の
社
会
秩
序
、
詩
的
趣
向
、
韻
律
、

ト
ポ
イ
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
の
必
要
な
ゆ
え
ん
は
近
時
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
し

き
り
に
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
的
文
学
的
伝
統
を
全
く
異
に
す
る
我
々
外
国
文
学
研
究
者
に
と
っ
て
、

」
の
準
備
的
操
作
は
特
に
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
o

過
去
の
文
学
作
品
の
解
釈
に
つ
い
て
、
我
々
は
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
心
が
ま
え
を
も
っ
て
い
る
o

し
か
し
我
々
は
、

な
お
も
う
一
つ
、

文
学
作
品
の
地
域
的
距
り
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
我
々
が
外
国
文
学
研
究
者
と
し
て
特
殊
な
条
件
の
も
と
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
少
し

く
反
省
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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我
々
は
外
国
文
学
研
究
者
と
し
て
、
時
代
だ
け
で
は
な
く
地
域
を
異
に
し
一
言
語
を
異
に
す
る
芸
術
作
品
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
と
こ
ろ
で
、
異
国
語
の
作
品
の
味
読
理
解
が
い
か
に
岡
難
で
あ
る
か
は
ど
ん
な
に
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
我
々

が
鴎
外
や
激
石
を
、
あ
る
い
は
井
伏
や
太
宰
の
小
説
を
語
る
と
き
、
彼
ら
の
文
章
の
独
特
な
味
わ
い
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
し
て
い

る
。
そ
れ
な
し
に
物
語
の
筋
や
内
容
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
と
が
外
国
文
学
を
対
象
と
す

る
と
き
越
え
が
た
い
難
問
と
な
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ガ

l
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
そ
れ
に
個
有
な
「
リ
ズ

ム
」
と
「
文
体
」
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
や
文
体
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
単
に
何
を
で
は
な
く
、
何
を
ど
う
語
っ
て
い
る
か
、

を
と
ら
え
る
こ
と
が
文
学
研
究
の
個
有
な
領
域
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
最
も
重
要
な
問
題
で
障
害
に
つ
き
当
た
ら
ざ
る
を

シ
ュ
タ
イ
カ

i
は、

え
な
い
の
で
あ
る
。

「
ど
の
詩
人
に
も
そ
の
人
個
有
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、

き

cι
、

北
大
文
学
部
紀
要
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っ
て
い
る
入
念

し
な
い
」
と
い
っ
て
、

つ
却
さ
の
二
一
つ
の

か
げ
て
い
る
。

《
司
い
巾
忠
丸
山
戸
白
ぴ

F
n
y
g町一

Z
N巾山内

い
か
に

が
時
を

H
H
H
F
C片
品
円
切
休
刊
日
}
州
市
長

4
2
2
7
4
4
m
w
門弘え…

し、

~，，，... 

九

し
去
り
し

4
J刊
持
片
的
ゆ

MHM吊
日
出
4
[

戸
回
口
弘
司

r-巾
吋

お
の
が
時
を
こ
こ
に
し
て
用
う
る
者
は

開
ユ
品
J

門
口
付
仏

m-ロ

与

え

開
4
4
-
m州
}
州
市
丈
・
》

、
氷
迷
に
い
た
る
道
を
会
得
役
ん
。
〉

《

){}MM1
叫

C
Y
H
a品
川
日
出
羽
戸
内
L
u
mロ
ロ
ロ
拡
げ
山
口
品
片
岡
戸
泊

(
お
身
ら
わ
れ
ら
ゆ
」
こ
の
世
に
お
く
り
、

同
ケ
司
}
如
、
仲
〈
山
市
川
阿
〉
言
語
H
H
m
n
T
C
H円
四

M
m
J
唱
え
号
P

る
者
を
罪
あ
ら
し
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同
〉
待
出
口
(
ル
ゲ
A
W
】
山
出
百
円
乙
μ】
司
ル
ゲ
ロ
応
部
H1Hι
巳

ロ

か
く
て
彼
今
一
審
悩
に
ゆ
だ
ぬ
、

円
)
品

HHロ
同

M
U
m
n
一YM
H円
九
円
位
ロ
ゲ
丹
羽
目

n
y
印
口
町
別
吋
《
出
品
ロ
・
》

丸信

の

に
む
く
い

な
け
れ
ば
。
)

ジ
ュ
タ
イ
ガ

i
は
、
こ
の

っ
て
い
る
が
、

し
ゲ
ー
テ
は
決
し

一
の
詩
を
、
グ
リ
品
!
ブ
ィ
ウ
ス

し
て

は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、

と
い
っ
て
い
る
。
再
詩
の
り
ズ
ム
の
ち
が
い

る
こ
と
は
恐
ら
く
ド
イ
ツ
人

に
も
容
易
で
は
あ
る
設
い

我
々
は
こ
の
シ
ュ
タ
イ
ガ
!
の

た
ら
ざ
る
合
え
な
い
。
我
々
は
、

三/

タ
イ
ガ
!
の

釈
い
の
関
紙
臼
は
こ
の
辺
に
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る

で
痘
伝
さ

の
点
が
あ
ま
り
に

昆

さ
れ
て
い
は
し
な
い
か
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
外
患
の

の

ュ
ア
ソ
ス
が
つ
か

に
く
い
こ
と
は

一
紛
で
は
常
識
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

し
yう為

々
は
時
と
し
て
ぎ
ょ
っ
と
す
る
文
章
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。

w
・0
3

・モ
i
ム
が
フ
ロ

1
ベ

i
ル
に



つ
い
て
語
っ
た
文
章
の
な
か
に
こ
う
い
う
箇
所
が
あ
る
。

「
・
:
話
が
ス
タ
イ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
外
国
人
に
は
、

た
と
え
そ
の
国

の
一
言
葉
を
か
な
り
よ
く
知
っ
て
い
る
者
で
も
、

不
確
か
な
判
断
し
か
下
せ
な
い
。
ご
く
細
か
な
点
と
か
、
語
調
と
か
、
微
妙
な
味
わ
い
と

か
、
適
切
か
否
か
と
か
、

を
そ
の
ま
ま
戸之
J丸

け
入
れ
る
十ま り
かズ
t主ム

なと
し、22カ込
己)円

ま
ず
理
解
で
き
な
い
の
が
普
通
で
、
そ
う
い
う
点
に
な
る
と
、
そ
の
国
に
生
れ
た
人
の
意
見

深
刻
に
考
え
れ
ば
外
国
文
学
研
究
者
に
対
す
る
失
格
の
宣
言
の
よ
う
な
も
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
抜
け
道
が
あ
る
o

そ
う
い
う
微
妙
な
ニ
ュ
ア

γ
ス
を
と
ら
え
え
な
い
な
ら
ば
そ
の
点
は
と
び
こ
え
て
、

」
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
作
品
の
思
想
内
容
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
o

由
来
文
学
研
究
者
が
、

ド
イ
ツ
本
国
と
外
国
と
を
間
わ
ず
、
多
く
思
想
史
的

研
究
に
傾
い
て
い
る
の
は
、
文
体
を
中
心
と
す
る
作
品
解
釈
の
困
難
さ
を
回
避
し
た
た
め
と
見
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
が
、
特
に
外
国
文
学
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
が
残
さ
れ
た
唯
一
の
研
究
領
域
と
な
る
o

た
し
か
に
そ
こ
に
は
我
々
が
積
極
的
に
働
き
う
る
場
所
が
あ
る
。
そ

(
お
)

た
と
え
ば
か
つ
て
ブ
ラ

γ
デ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
、
本
国
人
に
は
意
識
さ
れ
ぬ
民
族
的
特
徴
が
、
外
国
人
で
あ
る
た
め
に
か
え
っ

向
け
る
な
ら
ば
、
結
局
我
々
の
立
場
は
、

て
容
易
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
も
む
ろ
ん
そ
れ
を
軽
ん
じ
る
理
由
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
面
に
の
み
我
々
の
関
心
を

フ
ォ

γ
・
ヴ
ィ

l
ゼ
の
い
う
「
内
容
的
唯
物
論
」

(
E
E
E
-
n
r
2
富
山
片
足
S
F
5
5
)
に
お
ち
い
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っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
作
品
の
内
容
が
文
体
を
通
じ
て
の
み
現
れ
て
お
り
、
文
学
が
文
学
た
り
う
る
の
は
こ
の
文
体
を
除
い

て
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
文
学
の
文
学
的
研
究
を
志
す
解
釈
の
立
場
が
こ
の
よ
う
な
「
唯
物
論
」
に
お
ち
い
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い

の
で
あ
る
。
我
々
は
文
体
の
問
題
を
回
避
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
も
そ
の
点
で
は
本
国
人
の
意
見
に
従
う
ほ
か
な
い
と
す
る
な

ら
ば
、
我
々
は
す
な
お
に
本
国
の
研
究
者
の
見
解
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
研
究
の
名
に
値
す
る
か
ど
う
か
、
単
な
る
外

国
の
研
究
の
紹
介
に
終
ら
ぬ
か
ど
う
か
、

そ
れ
は
我
々
の
以
下
の
論
文
が
明
ら
か
に
す
る
o

た
だ
我
々
は
、
外
国
文
学
研
究
者
が
つ
き
当

た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
の
難
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
障
害
は
、
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
及
ば
ぬ

北
大
文
学
部
紀
要
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な
が
ら
も
こ
れ
に
つ
き
当
た
り
、
と
も
か
く
も
こ
れ
を
つ
き
抜
け
る
試
み
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
克
服
す
る
可
能
性
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
何
よ
り
も
作
品
そ
の
も
の
に
個
人
的
に
出
会
う
こ
と
を
欲
す
る
。
我
々
の
個
性
を
も
っ
て
作
品
に
呼
び
か
け
、

ま
た
作
品
の
呼

び
か
け
に
答
え
よ
う
と
思
う
。
そ
の
際
、
外
国
の
文
献
は
我
々
の
重
要
な
導
き
と
な
る
。
作
品
と
の
直
接
な
ふ
れ
あ
い
に
お
い
て
自
分
が

納
得
す
る
こ
と
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
本
国
の
学
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
味
わ
っ
て
い
る
か
を
仔
細
に
検
証
し
、

そ
れ
を
も
う
一
度
自
分

が
生
ま
れ
う
る
か
、

の
感
銘
や
理
解
に
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
。
以
下
の
論
文
は
こ
の
よ
う
な
操
作
の
く
り
返
し
と
い
っ
て
も
よ
い
o
J
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
独
創

そ
れ
に
つ
い
て
は
た
だ
大
方
の
批
判
に
ま
か
せ
る
に
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
〉
す
ぐ
れ
た
解
釈
者
と
し
て
の
レ
ツ
シ
ソ
グ
を
知
る
に
は
「
ハ
ン
ブ
ル

タ
演
劇
論
」
(
一
七
六
七
!
九
年
)
に
展
開
さ
れ
た
彼
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

解
釈
を
考
え
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

に
知
ら
れ
な
さ
す
、
ぎ
る
が
、
た
と
え
ば
「
批
評
論
叢
」
(
一
七
六
九
年
)

で
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
ラ
オ
コ
オ
ン
論
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
、
若
年
の

ヘ
ル
タ

l
の
豊
か
な
教
養
と
柔
軟
な
理
解
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ゲ
i
テ
そ
の
他
に
つ
い
て
は
多
言
を
要
し
な
い
。

(

2

)

シ
ェ

i
ラ
l
の
古
い
文
学
史
に
お
い
て
、
我
々
は
彼
の
す
ぐ
れ
た
解

釈
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
古
代
英
雄
歌
謡
に
関
す
る
彼
の

叙
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ブ
ル
ダ
ハ
の
仕
事
は
突
に
多
岐
に
わ
た
る
が
、

た
と
え
ば
ゲ

l
テ
の
「
西
東
詩
集
」
の
成
立
を
論
じ
た
彼
の
諸
論
文
は
、

文
献
学
的
研
究
の
上
に
立
っ
て
見
事
な
作
品
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

(
3
)

フ
ォ
ン
・
グ
ィ
l
ゼ
は
、
ヵ
イ
ザ
!
と
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
を
批
判
し
つ

っ
、
三
者
の
異
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
い
う
。
「
文
芸
学

が
文
学
史
に
そ
の
核
心
領
域
を
認
め
ぬ
な
ら
ば
、
文
芸
学
は
根
な
し
草
に

な
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
で
私
は
カ
イ
ザ

l
に
反
対
せ
ざ
る
を
え
な

い。」

3
8
5
5ロ
ヨ

自

己

宇

佐

各

自

己

片

品

5
5
L
当
喜
F
F

r
m
F
∞
同
問
。
ア
]
)
院
自
己
門
r)門
町

呂

町

ωu

∞-g)
シ
ュ
タ
イ
ヵ
ー
が
、
文
芸
学

に
お
い
て
「
感
情
と
い
う
規
準
が
学
問
性
の
規
準
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
」

(関戸口
ω
片
仏
百
円
ロ

g
H
U
H
o
s
c
o
p
ω
-
E
)
と
い
う
の
に
対
し
て
、
フ
ォ
ン
・

ヴ
ィ

l
ゼ
は
い
う
。
「
学
問
性
と
い
う
規
準
は
感
情
の
規
準
を
決
定
的
な

規
準
と
す
る
な
ら
ば
新
た
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ

(
F
E・
ω-M∞)

(

4

)

巧
-
E
r
r町
三
何
回
口

-
2
2ロ
m
E
P
P
E
g三
回
目
。
ロ
ω
与
え

5
・

H

∞∞∞
-
E・同州凶口
r叩
え
い
同
州
己

Z
2
i出回
g
m口}百円
tHHHιZ白
Z
2
2
m田口田口}戸山内同地
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地

よ

L 、

土

地

〉
H
吋
同
町
田
同
日
)
目
的
巾
H
H

〉
σ
m
Fロ
N

F
白
ゲ
巾
ロ

t
i
H

仏
国
田
円
巾

σ巾
ロ
・
(
む
い
お
)

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
L

は
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
大
世
界
に
お
け
る
遍
歴
を
主
題
と
す
る
。

」
の
世
界
で
の
彼
の
経
験
は
ほ
ぼ
二
つ
の
山
を

も
っ
て
い
る
。

一
つ
は
第
三
幕
で
の
へ
レ
ナ
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
第
五
幕
で
の
海
ぞ
い
の
土
地
の
干
拓
事
業
で
あ
る
。

が
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
大
世
界
で
の
経
験
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
彼
は
新
し
い
境
地
に
生
ま
れ
変
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

彼
は
第

二
部
官
頭
で
ど
ん
な
変
貌
を
と
げ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
本
文
の
「
言
葉
の
動
き
」
を
中
心
に
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
が
本

-164 -

章
で
我
々
が
企
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
部
の
結
末
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
グ
レ
ー
ト
へ

γ
を
捨
て
た
。
あ
れ
か
ら
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
は
そ
れ

に
つ
い
て
直
接
に
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
グ
レ
ー
ト
へ

γ
の
悲
劇
を
前
に
し
て
、

「
お
れ
は
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ

か
っ
た
」

(
四
五
九
六
行
)
と
叫
ぶ
ほ
ど
の
痛
切
な
思
い
に
か
ら
れ
た
。

し
か
も
な
お
彼
女
を
捨
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、

彼
の
心
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
彼
は
い
わ
ば
救
い
が
た
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
も
し
彼
が
尋
常
の
男
で
あ
っ
た
ら
、
牢

獄
で
グ
レ
ー
ト
へ

γ
と
と
も
に
滅
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
の
つ
ぐ
な
い
を
し
た
で
あ
ろ
う
o

い
や
そ
う
な
る
以
前
に
グ
レ
ー
ト
へ

γ
と
幸

福
な
家
庭
を
き
ず
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
o

彼
に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
に
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼

が
愛
す
る
者
の
悲
速
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
グ
レ
ー
ト
へ

γ
の
も
と
に
と
ど
ま
り
え
な
い
人
間
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
が
受
け
た
痛
手
は
一
層
深
く
、
彼
女
を
あ
わ
れ
む
心
も
ま
た
一
層
痛
切
な
の
で
あ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う



な
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
対
し
て
道
徳
的
な
立
場
か
ら
非
難
を
加
え
る
。
あ
わ
れ
み
の
心
が
か
り
に
ど
ん
な
に
深
く
て
も
、
そ
れ
が
行
為
と
な
っ
て

現
れ
ぬ
な
ら
ば
な
ん
の
意
味
が
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
と
っ
て
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
そ
こ
で
挫
折
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

彼
が
灰
を
か
ぶ
っ
て
ひ
た
す
ら
機
悔
の
生
活
に
入
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
唯
一
の
救
い
で
あ
る
と
思
わ
れ
お
v

だ
が
一
体
、
道
学
者
た
ち

は
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
ど
れ
だ
け
長
い
間
機
悔
し
た
ら
彼
を
許
容
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
深
い
憤
悔
を
す
る
人
も
、
結
局
は
時
の
経
過
に
治

癒
を
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
ゲ
ー
テ
は
、
道
学
者
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
非
難
を
も
の
と
も
せ
ず
、

た
だ
ち
に
ブ
ア

ウ
ス
ト
の
治
癒
を
前
面
に
お
し
立
て
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
無
限
に
新
し
い
生
に
か
り
立
て
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
。
彼
は
早
く
よ
み
が
え
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
灰
を
か
ぶ
っ
て
無
行
為
に
時
を
費
す
よ
り
は
、
新
し
い
生
に
め
ざ
め
よ
り
高
い
行
為
に
身
を
挺
す
る
こ
と
が
、
彼
に
は
何

物
に
も
ま
さ
る
働
悔
の
道
と
思
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
治
癒
の
過
程
を
作
者
は
主
人
公
の
深
い
眠
り
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
示
そ
う
と
す
る
。
眠
り
に
よ
る
治
癒
、
す
な
わ
ち
忘
却
に
よ
る

苦
悩
の
克
服
は
ゲ

l
テ
が
好
ん
で
用
い
た
そ
テ
ィ

l
フ
で
あ
る
。
我
々
は
「
イ
フ
ィ
ゲ

l

ニ
エ
」
で
エ
リ
ニ
ュ
エ

γ
(
復
讐
の
女
神
)
の
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追
究
に
悩
ま
さ
れ
る
オ
レ
ス
ト
が
眠
り
に
よ
っ
て
快
癒
し
た
こ
と
、

ま
た
「
エ
グ
モ
シ
ト
」
の
最
後
の
場
面
で
主
人
公
が
お
ち
い
っ
た
眠

り
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
主
人
公
の
罪
過
と
苦
悩
を
追
い
つ
め
る
悲
劇
の
定
道
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
当
を
え
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し

ゲ
ー
テ
は
人
聞
を
限
界
状
況
に
追
い
つ
め
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
迷
誤
と
罪
過
を
ふ
み
こ
え
ふ
み
こ
え
、
幾
度
も
よ
み
が
え
る
人
聞
を
描

く
こ
と
を
自
己
の
文
学
の
主
要
な
課
題
と
し
た
。
だ
か
ら
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
を
新
た
な
努
力
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
は
、
彼
は
で
き
る
だ
け

早
く
快
癒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
ゲ

l
テ
は
こ
の
「
心
地
よ
い
土
地
」
で
】
試
み
る
の
で
あ
る
o

こ
の
眠
り
の
象
徴
的
意
味
に
つ
い
て
は
解
釈
上
二
、
一
二
の
問
題
が
あ
る
。
ベ
ッ
チ
ュ
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
「
長
い
発
展
が
一
つ
の
場

面
に
集
約
さ
れ
」
「
時
間
空
間
が
最
も
自
由
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。

」
れ
に
対
し
て
ド
ロ
テ
ア
・
ロ
ー
マ
イ
ヤ

1
は、

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ァ
ヴ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

そ
れ
は
誤
解
で
あ
っ
て
、

「
こ
の
官
頭
の
場
面
は
、
瞬
間
と
い
う
時
間
形
式
を
も
っ
た
変
貌
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
。

の

二
つ
の
見
解
は
、
こ
の
場
面
の
解
釈
の
両
極
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
も
き
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
そ
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。
今
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
動
か
し
て
い
る
力
は
不
可
思
議
な
自
然
の
治
癒
力
で
あ
る
。
あ
る
い
は
神
の
思
寵
と
い

つ
で
も
よ
い
。
シ
ュ
タ
イ
ガ

l
の
一
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
ー
こ
こ
で
は
「
時
計
の
砂
は
流
れ
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。
人
間
界
の
尺
度
は
も
は
や

通
用
し
な
い
の
で
あ
る
」
0

ブ
ァ
ウ
ス
ト
の
魂
が
最
後
に
天
上
に
救
い
あ
げ
ら
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

」
こ
で
も
一
つ
の
奇
蹟
が
行
な

わ
れ
た
の
で
あ
る
o

ま
た
ブ

1
フ
ヴ
ア
ル
ト
は
こ
の
場
面
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
つ
い
て
つ
、
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
こ
の
場
面
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
良
心
の
フ

I
リ

イ
フ
ィ
ゲ

l
ニ
エ
の
清
浄
な
姿
が

身
近
か
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
呪
い
を
と
か
れ
た
治
癒
せ
る
オ
レ
ス
ト
の
よ
う
に
我
々
の
前
に
い
る
の
で
あ
る
o
」

エ
γ
(
エ
リ
ニ
ュ
エ
ン
)
に
よ
っ
て
追
い
立
て
ら
れ
る
オ
レ
ス
ト
で
は
な
い
。
こ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、

よ
み
が
え
る
フ
ァ
ウ
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ス
ト
を
オ
レ
ス
ト
と
の
類
比
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
解
釈
で
は
、
眠
り
と
い
う
重
要
な
モ
テ

ィ
l
フ
が
脱
落
し
て
い
る
。
オ
レ
ス
ト
は
単
に
イ
フ
ィ
ゲ

l
ニ
エ
の
清
浄
な
姿
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
深
い
眠
り
に
よ
っ

て
フ
ー
リ
エ

γ
の
追
究
を
脱
し
、
も
と
の
健
康
を
と
り
も
ど
し
、
そ
の
後
で
イ
フ
ィ
ゲ

l
ニ
エ
に
よ
っ
て
高
い
人
間
性
に
導
か
れ
て
い
く

の
で
あ
る
o

ゲ
l
テ
は
、
高
尚
な
精
神
の
目
、
ざ
め
を
も
、
単
に
精
神
主
義
的
に
で
は
な
く
、
自
然
の
思
寵
と
い
う
田
か
ら
見
る
こ
と
を
忘

れ
て
い
な
い
o

フ
ァ
ウ
ス
ト
も
ま
た
ま
ず
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
い
だ
か
れ
て
そ
の
生
命
力
を
と
り
も
ど
す
o

努
力
は
そ
の
後
に
く
る
の
で

あ
る
o

ゲ
l
テ
の
作
品
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
こ
の
こ
の
モ
テ
ィ

I
ブ
を
見
落
す
こ
と
は
、

ゲ
ー
テ
の
自
然
観
、
人
間
観
の
重
要
な
モ
メ

γ

ト
に
目
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
な
ろ
う
o

我
々
は
ま
ず
こ
の
場
面
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
時
刻
は
タ
ぐ
れ
に
近
い
。
高
い
山
々
が
た
そ
が
れ
に
か
す
ん
で
い
る
。
谷
あ
い
の
花
咲



く
草
野
に
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
横
た
わ
っ
て
眠
り
を
求
め
て
い
る
。
疲
れ
切
っ
て
落
ち
着
き
の
な
い
彼
の
様
子
に
、
我
々
は
第
一
部
の
彼
の

あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
o

妖
精
た
ち
が
ア
イ
オ
ロ
ス
の
竪
琴
で
伴
奏
さ
れ
な
が
ら
彼
の
頭
上
を
漂
う
。
夜
が
訪
れ
、
彼
は

深
い
眠
り
に
お
ち
い
る
。
や
が
て
夜
が
あ
け
太
陽
が
現
れ
る
と
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
新
し
い
生
に
よ
み
が
え
る
o

そ
の
過
程
が
ア

l
リ
エ
ル
と

妖
精
た
ち
の
合
唱
で
一
市
さ
れ
る
。

初
歩
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
使
わ
れ
る
ア
イ
オ
ロ
ス
の
竪
琴
に
ち
ょ
っ
と
注
意
し
て
お
く
こ

と
は
、
こ
の
場
の
雰
囲
気
を
味
わ
う
上
で
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

ア
イ
オ
ロ
ス
は
風
の
神
、

イ
タ
リ
ア
と
シ
シ
リ
l
島
の
間
に
あ
る
エ
オ
リ

ア
諸
島
を
お
さ
め
た
王
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
神
の
竪
琴
は
、
風
の
そ
よ
ぎ
に
応
じ
て
微
妙
な
音
を
発
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
は

「
わ
が
さ
さ
や
く
歌
、
さ
な
が
ら
ア
イ
オ
ロ
ス
の
竪
琴
に
も
似
て
し
(
「
フ
ァ
ウ
ス

ト
、
さ
さ
ぐ
る
こ
と
ば
」
二
七
行
、

ζ
巳
ロ
-
佐
官
Fι
ロ
包
u

門
日

2
〉

o
-
F
R
F
m
r
r
r
)
と
歌
っ
た
が
、
今
ま
た
こ
の
竪
琴
、
が
、
静
か
に

こ
の
竪
琴
を
特
に
愛
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

か
つ
て
、

軽
や
か
に
ア

l
リ
エ
ル
に
伴
い
、

ブ
ァ
ウ
ス
ト
を
眠
り
に
さ
そ
う
の
で
あ
る
。
ア
l
リ
エ
ル
、
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
テ
ム
ベ
ス
ト
」
か
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ら
想
を
か
り
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
、
あ
の
ド
ラ
マ
で
活
躍
す
る
軽
・
快
な
精
霊
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
こ
の
ア
I
リ
ユ
ル
に
重

ね
あ
わ
す
の
を
作
者
は
読
者
に
拒
み
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

野
に
み
つ
る
緑
の
幸
、

生
き
と
し
生
け
る
者
の
上
に
輝
け
ば
、

ア
l
リ
エ
ル
の
こ
の
絶
妙
な
歌
声
に
よ
っ
て
、
我
々
は
第
一
部
の
世
界
が
終
っ
た
の
を
、

そ
し
て
新
し
い
世
界
が
今
や
聞
か
れ
る
の
を

完
全
に
納
得
す
る
。
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救
う
べ
き
人
の
方
へ
と
い
そ
ぎ
行
く
。

浄
ら
か
な
る
人
に
せ
よ
、
邪
な
る
人
に
せ
よ
、

幸
な
き
も
の
を
彼
ら
は
憐
む
。

ア
I
リ
エ
ル
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
妖
精
た
ち
は
善
悪
の
彼
岸
に
い
る
ら
し
い
。
大
自
然
の
恵
み
が
生
き
と
し
生
け
る
者
の
上
に
及
ぶ

よ
う
に
、
妖
精
た
ち
は
、
傷
つ
い
た
者
が
い
か
な
る
人
で
あ
れ
、
そ
の
人
を
お
と
ず
れ
、
「
や
け
つ
く
よ
う
な
非
難
の
矢
を
抜
き
と
り
、
体
験

し
た
恐
怖
か
ら
彼
の
心
を
清
め
て
や
る
」
(
四
六
二
四
|
五
行
〉
の
で
あ
る
o

現
実
の
人
生
に
お
い
て
は
、
苦
悩
か
ら
の
治
癒
は
長
い
歳
月

を
要
す
る
。
ま
た
罪
過
の
な
か
に
は
人
を
破
滅
に
お
と
し
入
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
自
然
の
恵
み
が
一
夜
の
う
ち
に
奇
蹟

を
な
し
と
げ
る
。
そ
れ
は
四
連
か
ら
な
る
妖
精
た
ち
の
合
唱
に
よ
っ
て
、
こ
れ
以
上
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
簡
潔
に
意
味
、
深
く
語
ら
れ
る
。



ゲ
ー
テ
は
古
代
ロ

I
マ
の
し
き
た
り
に
従
っ
て
、
夜
を
四
つ
に
区
切
り
、
眠
り
、
忘
却
、

回
復
、

目
、
ざ
め
の
過
程
を
描
く
の
で
あ
る
o

ほ
の
暖
か
い
風
の
そ
よ
ぎ
が
野
に
み
ち
る
。
た
そ
が
れ
は
甘
い
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
る
。
疲
れ
た
者
の
心
は
幼
な
児
の
お
だ
や
か
な
眠

う

ま

い

り
に
さ
そ
わ
れ
る
。
早
く
も
夜
と
な
る
o

星
々
は
空
に
ま
た
湖
に
反
映
し
て
輝
く
。
月
影
は
寸
い
と
、
深
き
甘
寝
の
幸
を
護
る
」
0

(

四
六
四

八
行
)
時
刻
は
う
つ
る
。
悩
み
も
幸
も
消
え
う
せ
た
ら
し
い
。
緑
す
る
谷
に
、
高
ま
る
岡
に
、
早
く
も
夜
明
け
の
、

よ
み
が
え
り
の
予
感

が
脈
打
つ
。

「
あ
ら
か
じ
め
知
れ
、
汝
は
癒
え
な
ん
、
新
た
な
る
日
の
光
を
た
の
め
」
0

(

四
六
五
三
行
)
大
自
然
の
目
ざ
め
は
フ
ァ
ウ
ス

ト
の
全
身
に
も
力
を
み
な
ぎ
ら
せ
る
o

自
然
の
恵
み
は
、
時
の
力
は
、

ブ
ァ
ウ
ス
ト
の
心
か
ら
悔
恨
の
痛
み
を
と
き
は
な
っ
た
o

こ
こ
で

妖
精
た
ち
の
役
割
は
終
る
o

彼
ら
は
退
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
自
を
き
ま
す
。
自
然
界
に
脈
打
つ
生
の
鼓
動
は
フ
ァ
ウ

ス
ト
の
全
身
を
み
た
し
、
最
高
の
存
在
に
む
か
つ
て
た
え
ず
努
力
し
よ
う
と
い
う
力
強
い
決
心
を
彼
に
う
な
が
す
。

「
心
地
よ
い
土
地
」
の
場
面
は
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
一
部
」
と
「
第
二
部
」

の
橋
わ
た
し
を
す
る
と
同
時
に
、

「
第
二
部
」
の
新
し
い
世
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界
を
告
げ
る
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
以
上
に
よ
っ
て
そ
れ
が
見
事
に
は
た
さ
れ
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
後
段
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
台
詞
に
よ
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
ま
ず
、

ア

I
リ
エ
ル
と
妖
精
た
ち
の
歌
を
文
体
的
に

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
よ
み
が
え
り
が
ど
の
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
て
く
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
場
面
は
五
つ
の
部
分
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
示
せ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

1 

ア

l
リ
エ
ル
(
四
六
二
一
ア
l

二
O
)
持
情
的
な
歌

2 

ア

l
リ
エ
ル
(
四
六
一
一
一
ー
ー
コ
二
二
)
語
り

3 

妖
精
の
合
唱
(
四
六
三
四
|
六
五
)
行
情
的
な
歌

4 

ア
I
リ
エ
ル
(
四
六
六
六
七
八
)
語
り

北
大
文
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フ
ァ
ウ
ス
ト
(
四
六
七
九

l
四
七
二
九
)
語
り

5 
す
な
わ
ち
、
全
体
は
持
情
的
な
歌
と
語
り
と
の
交
替
か
ら
な
っ
て
い
る
。
妖
精
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
行
情
的
に
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間

界
の
上
に
漂
う
。
し
か
し
持
情
的
に
歌
い
だ
し
た
ア

l
リ
エ
ル
は
、
妖
精
た
ち
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
さ
し
む
け
よ
う
と
す
る
と
き
語
り
の
調

子
に
変
る
。
そ
れ
を
受
け
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
語
り
の
調
子
で
あ
る
。
こ
の
形
は
、
天
上
界
と
人
間
界
と
の
隔
り
を
示
す
と
と
も
に
、
天
上

界
か
ら
人
間
界
へ
の
働
き
か
け
を
も
現
わ
し
て
い
る
。
ア

l
リ
エ
ル
の
歌
と
妖
精
た
ち
の
合
唱
が
ト
ロ
へ

l
ウ
ス
(
揚
抑
)
で
あ
る
こ
と

に
も
注
意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
「
花
、
春
の
雨
の
ご
と
く
、

み
な
人
の
上
に
舞
い
お
ち
:
・
:
・
」
と
い
う
、

天
上
の
思
恵
を
つ
た
え
る

文
句
は
、
ど
う
し
て
も
上
か
ら
下
へ
、

つ
ま
り
揚
抑
の
調
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
行
か
ら
な
る
複
合
文
は
、
二
つ
の
巧
自
ロ
が

冒
頭
に
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
さ
は
圧
倒
的
に
最
」
初
の
四
行
に
置
か
れ
、
続
く
二
行
の
主
文
は
そ
の
重
み
を
お
だ
や
か
に
そ
っ
と
受
け

と
め
な
が
ら
、
上
天
の
心
を
下
界
に
つ
た
え
る
。
最
後
の
二
行
は
、
同
じ
低
い
調
子
で
先
の
主
文
二
行
を
ふ
え
ん

L
、
こ
れ
に
力
を
そ
え

170 

る
こ
と
に
よ
っ
て
副
文
四
行
の
重
み
と
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
。
こ
れ
を
か
り
に
図
で
示
せ
ば
ほ
ぼ
左
図
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、



最
も
重
み
を
も
っ
二
つ
の
巧

gロ
文
章
の
揚
音
に
見
ら
れ
る

elul-UIt--e
、

ア
ン
ラ
ウ

l

わ
し
い
お
だ
や
か
な
お
お
ら
か
な
感
じ
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
語
頭
の
同
H
Z
F
巴
r
u
p
-
-巾
P
閉
止
!
"
国
民
2
r
回
己

F
回
口
札
口
島
田
口
岡
山
口
ロ

ア
リ
テ
ラ
少
イ
オ

1
ン

も
問
、
じ
感
じ
を
与
え
る
o

国
丘
町
山
岳

2
5
p
国
民
g
w
国
-
2
の
頭
韻
法
、
巴
な
ロ
と
宮
民
自
が
何
日
-
え
を
聞
に
お
い
て
エ
コ

l
的
効
果

グ
ル
ト
・
マ
イ
は
こ
の
詩
句
の
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
従

e
l
e
l
u
l
e
は
全
体
に
、
自
然
の
恵
み
に
ふ
さ

を
も
つ
こ
と
も
、
全
体
に
な
だ
ら
か
な
感
じ
を
与
え
る
。

い
な
が
ら
我
々
に
も
と
ら
え
う
る
音
響
的
効
果
は
ほ
ぼ
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
わ
ず
か
八
行
の
詩
句
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
の

よ
み
が
え
り
を
導
入
す
べ
き
重
要
な
役
割
を
実
に
鮮
か
に
は
た
し
て
い
る
と
思
う
。

こ
こ
で
ア

l
リ
エ
ル
は
妖
精
た
ち
へ
の
命
令
の
調
子
に
変
る
。
ヤ

γ
ブ
ス
の
抑
揚
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
し
、

マ
イ
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
関
同
氏
招
w
司同
a
r
w
司山口
8
P
M
M
O
-∞
芯
ア
吋
戸
F

4
白
mw
阿川口山口
E
等
の
、

頭
韻
の

K
・
P
-
T
、
町
、

ま
た
、

出
回
口

HMケ
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E
H
H
R
rヨ
巾

-uy
巾

Ram-w
巾
ロ
仲
間
叩
吋

HHYH巳
ロ
円
程

W
E
-
-
F
凹
巾
ロ

-
2
u
m巾印
S
H
W
F
4。口
σHEm-uHi白
山
口

Z
u
m叩
ゲ
デ
亡
の
}
民
政
守
の
、

t
に
終
る
語
尾

の
二
重
子
音
が
命
令
の
き
び
し
さ
を
強
め
る
。
む
ろ
ん
冒
頭
の
ト
ロ
へ

l
ウ
ス
の
部
分
に
も

t
音
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
多

く
の
や
わ
ら
か
い
母
音
に
よ
っ
て
子
音
の
強
さ
が
の
み
こ
ま
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
命
令
を
強
調
す
る
た
め
に
効
果
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
続
く
妖
精
た
ち
の
合
唱
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
四
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
を
ゲ

1
テ
の
は
じ
め
の
考

え
に
従
っ
て
、
伊

B
E門

F
Z
2
z
g
o
u
富
三
E
E
o
v
H
T
M
4白
山
口
σ
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。

セ
レ
ナ
ー
デ
で
は
タ
ゃ
み
が
静
か
に
た
れ
こ
め

る
。
日
中
の
労
苦
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
生
の
苦
し
み
が
そ
こ
で
や
わ
ら
げ
ら
れ
る
べ
き
時
で
あ
る
。
当
然
、
詩
語
も
ま
た
で
き
る
だ
け
お
だ

や
か
に
な
だ
ら
か
に
、
上
界
か
ら
下
界
へ
と
下
降
す
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
、

」
こ
で
は
再
び
ト
ロ
へ

l
ウ
ス
が

u
-
n
u
-
-
1
の
長
音
を
た
っ
ぷ
り
用
い
な
が
ら
言
葉
の
意
味
を
十
分
に
支
え
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
o

さ
ら
に

w
・
l
-
R
等
の
や
わ
ら

北
大
文
学
部
紀
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か
い
子
音
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
全
体
の
流
れ
を
一
層
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
o

4
司
白
ロ
ロ
回
目
口
『
岡
山
口
門
H
F

巾
伊
昨
同
合
同
町
ロ
]-rwロ

同H
H
H
M

門
凶
巾
ロ
鴨
居
ロ
ロ
自
由
一
口
町
位
ロ

WHg
呂
田
口
ゆ

ω佐古巾
U
Z同門司

wzm-u巾民此回目巾ロ

ω巾
ロ
日
内
同
門
出
ゆ
り
h
p
B
5
2
Zロ
m
r巾同出口・

羽目
H ・山

(!) 同コ
臼司 (!) 

HF  
0... 回国

g; ~. 
出巾
内 田

両巨.
N -0::， 
】・巾

ロロ

t': ~ 
H ・ 1

ロ而
仏0...
n> (1) 

肖 口

= ロー

同H
ロ門日仏

gkrロ
mg
門出
2
2
冨
昨
母
ロ
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ωロ
r
r巾
百
円
仏
叩
∞
叶
同
町
山
巾
国
司
問
。
三
巾
N
冨

マ
イ
は
こ
の
箇
所
の
子
音
の
働
き
に
注
目
し
、

F
E
F
U
E
F
E
Fロ
の

f
音
に
風
の
そ
よ
、
ぎ

Z
2
4司
各
自
骨
「
民
主
5
5
)

を

戸
佐
官
-
ニ
広
田
四
回
位
守
口

F
H包
g
に
く
り
返
し
用
い
ら
れ
た

s
音
に
木
の
枝
が
軽
く
ゆ
れ
る

(
8
)
 

と
い
っ
て
い
る
が
、
我
々
に
は
い
か
ん
と
も
判
断
が
つ
か
な
い
。

(Lg
穴
巳
田
片
足
ロ
円
山
巾

H-anzza

4

『巾ぬ一芯ロ

N
毛
色
閃
巾
)

の
を
感
じ
る
、

f
や

s
の
音
自
体
に
そ
の
よ
う
な

機
能
は
あ
る
で
あ
ろ
う
、
が
、
こ
の
詩
句
に
そ
こ
ま
で
感
じ
る
の
は
分
析
の
行
き
す
、
ぎ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

フ
ァ

ウ
ス
ト
を
包
む
自
然
の
た
た
ず
ま
い
が
詩
の
一
語
々
々
の
ひ
び
き
に
ま
で
し
み
と
お
り
、
我
々
は
ブ
ア
ウ
ス
ト
が
熟
睡
に
さ
そ
わ
れ
、
や
が

て
新
し
い
日
の
訪
れ
と
と
も
に
回
復
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

夜
の
と
ば
り
は
早
く
も
お
り
て
い
る
。
地
上
は

聞
に
つ
つ
ま
れ
、
見
え
る
の
は
ま
ば
た
く
星
く
ず
と
お
お
ど
か
に
照
り
わ
た
る
月
だ
け
で
あ
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
眠
っ
て
い
る
。
時
の
流

れ
は
停
止
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
現
す
べ
き
第
二
の
連
で
も
、
動
き
は
た
え
て
た
だ
天
空
の
広
さ
が
遠
近
の
情
景
を
か
り
て



描
き
だ
さ
れ
る
。

。
円
。
E
o
F
r
r
芯
】
p
w
-巳
ロ
四
司
ロ
ロ
}
内
巾
ロ

。
E
R
2
ロ
ロ
同
ゲ
ロ
ロ
L
m
g
ロ
N
2
H
同
巾
同
ロ
日

。
E
H
N
2
ロ
E
A
W片
山

H
H
H
ω
。
。
曲
目
白
『
田
1
0
m
己
ロ
門
戸

。
広
口
N
O
ロ
門
町
。
σ巾
ロ
E
P
H
2
Z
仰
の
宮

叶
芯
町
田
芯
ロ
河
口
}
g
H
H
由
。
Z
口
}
内
ゲ
巾
回
目
巾
閃
巾
日
ロ
仏

出
身
岡
田
口
宮
門
日
巾
田
宮
。
ロ
門
同
2
4
0
-
-
o
]
U
H
担
口
Z
・

一173-

こ
こ
で
は
、
近
く
に
輝
く
も
の
を
現
わ
す
の
に
i
l
h
|
配
|
ぬ
、
遠
く
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
世
界
を
示
す
の
に
・
a
|
o
a
l
a
の
丸

い
音
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
末
尾
の
お
お
ど
か
に
照
る
月
を
描
く
に
は
e
1
0
1
0
l
a
の
の
び
や
か
な
音
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、

四
六
四
七
行
の

。
-
田
口
N
白
ロ
号
。
ゲ
巾
H
H
E
2
2

Z
R
Z
 に
お
け
る

F-白iH1mwH1

Z
E
Z
は
二
格
か
三
格
か
、
解
釈
者
に
よ
っ
て
わ
か
れ
る
。

意
味
は
い
ず
れ
も
「
す
ん
だ
夜
空
に
」

で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
の
用
法
と
し

て
は
三
格
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
は
っ
き
り
「
一
一
一
格
」

(巧
B
E
H
)

と
す
る
。

(町江巾牛HLロ}回口・ω口}凶巾一昨
l

}戸田口巾H1

問
。
目
白
巾
H
H
昨
日
目
。
。
2
Z印
刷
，

2
2
u
列
島
-
同
日
ω
・
N
N
U
1
)

し
か
し
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
や
ブ
l
フ
ヴ
ア
ル
ト
が
い
う
よ

う
に
、
晩
年
の
ゲ
l
テ
の
用
法
で
古
代
語
に
従
っ
て
二
格
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
も
こ
れ
を
二
格
と
考
え

る
0

(

司
自
主
g
E
H
で
の
0
2
5
3
5
F
H
H
・
巧
・
仏
巾
の
2
3
2
5
N
H
u
ω
-
N
G
ロ
え
∞
5
r
3
E
H

E
F
Z
H
仏
E
d
r
c
。
2
r
g

北
大
文
学
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紀
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明
白
戸
田
同
門
出
口
r
t
H
H
H
m
V
関
円
。
ロ

2
H句。品
"ω
・
ω。
。
)

第
三
の
マ
ト
ゥ
テ
ィ

l
ノ
と
第
四
の
レ
ヴ
ェ
イ
ユ
で
は
、
妖
精
た
ち
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
じ
か
に
む
か
っ
て
い
る
。
時
刻
は
す
ぎ
て
悩
み

も
幸
も
消
え
て
い
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
も
う
目
を
さ
ま
し
で
も
よ
い
。
治
癒
は
た
し
か
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
妖
精
た
ち
の
歌
声
は
力
強

い
命
令
の
調
子
に
な
る
。

明
ロ
巳
巾
印

4
0
H
一
口
戸
当
町
田
仲
∞

gロロ門同町
HH

吋

E
己
叩
ロ
巾
口
四
日
叶
同
∞

gzrw-

ωロ
}
戸
自
由
ロ
田
口
}
同
門
目
白

B
，
C
Fロ
N
叩
仏
C
H
件一

ωロ
E
弘

吉

∞

ロ

}gru
当
日
同
同
丘
町
内
。
ュ

ω
E
B巾
口
一
口

ZU
門出口
}
H
N
Z
R
門
H522u

-174-



こ
れ
ら
の
簡
潔
な
命
令
文
は
多
く
の
休
止

耳

ωロ
}
戸
田
-
巾
の

a
音
に
注
意
を
う
な
が
し
、
こ
こ
に
り
ゅ
う
り
よ
う
と
鳴
り
ひ
び
く
ラ
ッ
バ
の
ひ
び
き
を
感
じ
と
っ
て
い
る
が
、

(
9
)
 

巳ロ

Z
-
r
p
t司
2
k
g仏
2
叶同
O
B
H
)
2
3
Zロ
E
E
m同町田

E
仏
巾
口
出
l
戸
田
口
芯
ロ
)
我
々
は
こ
れ
も
ま
た
読
み
す
ぎ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

(
ツ
ェ
ズ

l
ル
)

を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
の
緊
張
感
を
強
め
る
。

マ
イ
は
、

ω口『目白一[

(
」
司
芯

こ
の
く
だ
り
を
い
く
ら
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
み
て
も
、
ラ
ッ
パ
の
音
ま
で
き
き
と
る
余
裕
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

てず

イ

は
、
詳
細
な
分
析
に
か
た
よ
っ
て
全
体
の
流
れ
を
無
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
先
の
ノ
ッ
ト
ゥ
ル
ノ
で
は

時
間
の
流
れ
が
停
止
し
た
か
と
思
わ
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
二
連
で
万
象
は
再
び
活
動
を
は
じ
め
、
そ
の
動
き
が
た
く
み
に
詩
の
言
葉
に

の
っ
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
体
に
も
心
に
も
っ
た
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
朝
風
に
茂
み
が
ざ
わ
め
き
波
う
つ
さ
ま
が
、

∞戸凹円}戸巾ロ田山口町
N
己

ωロ「向件
ι

門巾ロ門戸
Mr

同
〕
ロ
門
日
吉
田
口
}
H
d
E
ロ]内巾ロ

ω巳
)24司己目白ロ
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d
F
可。関同仏日目

ω山内丘一仏巾一門何】寸口同巾
N
戸

に
お
け
る

s
と

叫

及

び

w
音
の
多
用
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
マ
イ
の
指
摘
此
我
々
も
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
o

た
だ
し
彼
が
、
合
唱

の
末
尾
の
二
行

〉--巾田町田一ロロ

(-2
岡山門
H
F
F
2
ぉ
P

円)白い門〈巾
H
m
z
r同
ロ
ロ
仏
同
山
田
ロ
ゲ
巾
HmHg-r

を
一
般
的
な
格
言
と
解
し
、
こ
こ
で
妖
精
た
ち
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
個
人
か
ら
は
な
れ
て
行
く
気
配
ま
で
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
こ
れ
ま
た

主
観
的
に
す
、
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
o

晩
年
の
ゲ

l
テ
の
詩
に
お
い
て
、
最
後
を
蔵
号
一
口
風
に
し
め
く
く
る
の
は
一
つ
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
る

必
、
こ
の
二
行
は
、
す
ぐ
そ
の
前
の
フ
ア
ウ
ス
ト
に
対
す
る
直
接
の
命
令
(
た
め
ら
う
な
か
れ
、
敢
て
せ
よ
)
を
一
般
化
し
て
理
由
づ
け

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

る
し
め
く
く
り
な
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
フ
ァ
ク
ス
ト
に
む
け
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
の
一
行
と
の
間
に
休
止

を
長
く
と
れ
ば

マ
イ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

む
し
ろ
こ
こ
で
は
両
者
を
関
係
づ
け
て
読
む
の
が
本
文
に
忠
実
な
読
み

方
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ち
の
合
唱
に
対
し
て
、

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
に
答
え
て
お
く
の
は
無
意
義
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
@
ベ

l
ム
が
我
々
と
は
全
く
別
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
を
新
し
い
生
に
さ
そ
お
う
と
す
る
妖
精
た

ωMEHHH巾ロ山口
ZW
門出口
r
Nロ
巾

E
Z
E
g
u

者
巾
ロ
ロ
仏
日
刊

Z
g
m四
N

由
民
巾
同
見
出
口
}
ミ
色
町
付

た
め
ら
う
な
か
れ
、
敢
て
せ
よ
、

ま
た
し
て
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
超
人
的
な
も
の
へ
む
か

わ
せ
よ
う
と
す
る
O
i
-
-
-
こ
の
妖
星
た
ち
の
言
葉
、
特
に

R
門
町
色
目
丹
市
ロ
に
含
ま
れ
る
誘
惑
的
な
意
図
が
ほ
と
ん
ど
注
意
さ
れ
て
い
な
い
。
」

ベ
l
ム
は
い
う
。

「
無
責
任
な
小
さ
い
妖
精
た
ち
は
生
の
衝
動
を
か
き
た
て
て
、

-176 

世
の
人
み
な
蓬
巡
し
よ
う
と
も
。

ベ
l
ム
は
妖
星
た
ち
の
一
言
葉
に
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
不
遜
な
行
為
に
か
り
た
て
、
あ
わ
よ
く
ば
挫
折
の
う
き
め
を
見
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
イ

ロ
I
ニ
シ
ュ
な
意
図
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
o

ベ
l
ム
が
そ
う
い
う
推
測
を
す
る
も
の
も
必
ず
し
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ゲ

l
テ
は
一
八
一
六
年
の
草
案
で
こ
う
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
第
二
部
の
冒
頭
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
眠
っ
て
い
る
。
彼
は
妖
精
た

ち
に
と
り
ま
か
れ
て
い
る
。
妖
精
た
ち
は
、

日
に
見
え
る
象
徴
や
優
雅
な
歌
に
よ
っ
て
、
名
声
、
栄
誉
、
権
力
、
支
配
の
喜
び
を
見
せ
て
や

本
来
イ
ロ

1
ユ
シ
ュ
な
考
え
を
婿
び
る
よ
う
な
言
葉
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
包
ん
で
っ
た
え
る
」
。

ベ
I
ム
の
解
釈
は
明
ら
か

る
。
彼
ら
は
、

に
こ
の
草
案
の
線
に
従
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
田
山
口
r
o
H
今巾山田

H
S
を

「
や
つ
け
る
」
と
い
う
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
、

あ
る
い
は
悪
い
意
味
で



用
い
て
い
る
と
解
す
る
の
は
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ゲ
l
テ
が
こ
の
合
唱
を
書
き
あ
げ
た
の
は
一
八
二
七
年
l

三
O
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
草
案
の
と
き
か
ら
十
年
以
上
の
年
月
を
へ
て
い
る
。
被
の
構
想
は
そ
の
間
に
大
き
く
変
っ
た
の
で
あ
る
。
妖
精

た
ち
は
も
は
や
イ
ロ
l
ニ
シ
ュ
な
意
図
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
は
善
悪
の
彼
岸
に
い
る
か
ら
、
彼
ら
が
癒
し
て
や
る
の
は
善
き
も
の

と
悪
し
き
も
の
を
問
わ
な
い
が
、

し
か
し
癒
す
こ
と
が
彼
ら
の
使
命
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
不
運
な
行
為
に
ま
で
人
を
誘
惑
す
る
意
図
は
も

う
彼
ら
に
は
な
い
の
で
あ
る
o

「
心
得
て
疾
く
手
を
著
く
る
心
高
き
人
」
(
含
同
開
門
出
叩
:
J
仏

R
4
2丘
町
宮
戸
昆

E
田口
r
2
m
H
2
2
と
い
う

言
い
方
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
娼
び
る
の
で
は
な
く
文
字
通
り
と
っ
て
よ
い
と
思
う
。
白
山
口
r
R斥
2
2
2
に
そ
う
い
う
悪
い
意
味
を
も
た
せ
る

の
も
無
理
で
あ
ろ
う
。

」
の
語
は
す
で
に
十
八
世
紀
に
「
敢
て
す
る
。

勇
気
を
出
す
」

(由円
n
r
m
H
W位『ロ巾口
u

包口一『ロロ↓門巾同由同巾
rm一口
"
γ
向口同

r
g巾ロ)
の
意
味
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」

の
な
か
で
も
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
が
母
た
ち
の
国
へ
む
か
う
の
を
見
な
が

ら
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
が

3

ロ
m
H
2回同巾
v

門H
m
H
a口}戸

]
2
2
H，
丘
町
三
円
巾
山
田
Z

H

A

R

(

あ
な
た
が
こ
の
仕
事
を
な
し
と
げ
た
最
初
の
人
と
な
る
の
で

-177ー

す
f
i
l
l
六
二
九
九
行
)
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
メ
フ
ィ
ス
ト
ー
が
自
己
の
役
割
を
逸
脱
し
て
い
る
ほ
ど
生
真
面
目
に
な
っ
て
い
る

の
が
目
立
つ
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
言
葉
に
イ
ロ

I
ニ
シ
ュ
な
意
味
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
総
じ
て
ベ

I
ム
は
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
行

為
を
ゲ
l
テ
の
そ
れ
に
近
づ
け
て
解
釈
す
る
伝
統
的
立
場
に
対
し
て
強
く
批
判
的
で
あ
り
、

ゲ
ー
テ
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
イ
ロ
I
ニ
シ
ュ
に

見
て
い
る
の
だ
と
い
う
立
場
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
o

事
実
、

メ
フ
ィ
ス
ト
ー
と
の
対
比
に
お
い
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
そ
の
よ
う
に
見

え
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
が
、
我
々
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
本
来
的
に
風
刺
文
学
と
す
る
ベ
I
ム
の
考
え
方
に
は
賛
成
で
き
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
お
い
て
個
々
の
点
で
反
一
証
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。
ベ

l
ム
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
批
判
が
あ
る
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
信
奉
者
も
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
大
い
な
る
音
響
が
太
陽
の
近
づ
く
の
を
告
げ
る
」

と
い
う
卜
書
き
に
続
い
て
、

ア

l
リ
ユ
ル
の
台
詞
は
さ
し
の
ぼ
る
太
陽
の
荘
厳
な

北
大
文
学
部
紀
要



)
 

|
 

(
 

r I' 1'--1::--1'¥ι撚11指Jrt駅

~心れJ 制イ~W.\\1;'i'2 か。

Horchet! horcht dem Sturm der Horen ! 

Tりnendwird fur Geistesohren 

Schon der neue Tag geboren. 

Fe1sentore knarren rasselnd， 

Phobus' Rader rollen prasselnd， 

Welch Getose bringt das Licht ! 

Es trommetet， es posaunet， 
ー∞ト
H

l

Auge blinzt und Ohr巴rstaunet，

Unerhりrteshort sich nicht， 

-・・.........

・・・・・・・..・・・

*戸ム J、
E士'J:liii¥:士'世Q君主Qj嵐長)0

出I~Q 件以醤，0 6 '6ム ν

Eト'V，.，9~実 J ム巴~制令6";:;-i2。

Hく Qg同I~~~行(}，..J:Q ::，い ~AÌ\J'

[Il Q~Q1時士~~二期J 子。 vよJ ，..J ν 矧 ~O



な
ん
と
い
う
響
き
を
光
は
た
て
る
こ
と
か
。

大
小
の
ラ
ッ
バ
が
鳴
り
わ
た
り
、

自
は
ま
ば
た
き
、
耳
は
お
ど
ろ
く
。

耳
に
余
る
響
き
を
き
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

我
々
は
ま
ず
最
初
の
三
行
で
、
聞
か
れ
た

o
音
の
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
日
の
神
の
亭

(
周
防
長
肖
)

カミ

}内口同一円
H

・巾H
H

H

出回凹巾-ロ門戸

H
O
ロ
巾
口
問

)gam-ロ
門
日
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
ご
う
ご
う
た
る
物
音
を
耳
に
き
く
思
い
が
す
る
。
む
ろ
ん
日
が
さ
し
の
ぼ

る
と
き
物
音
が
き
こ
え
る
の
で
は
な
い
o

逆
に
万
象
は
極
度
の
静
寂
に
か
え
る
。
し
か
し
そ
の
あ
ま
り
の
荘
厳
さ
は
ご
う
ご
う
と
い
う
響

-179-

き
に
よ
っ
て
し
か
っ
た
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
何
回
待
。
B
5
2
2
u
g
吉田
2
5同
が
り
ゅ
う
り
ょ
う
と
鳴
り
わ
た
る
ラ
ッ
パ
の
音
を
現

わ
し
、

O
『

2
浮
き
ロ
2
が
そ
れ
に
応
じ
つ
つ
ラ
ッ
パ
の
音
を
強
調
す
る
o

こ
の
場
面
に
お
け
る
詩
語
に
よ
る
音
響
の
再
現
は
ま
こ
と
に

自
在
、

ま
さ
に
完
壁
と
い
っ
て
よ
い
。
日
は
の
ぼ
る
o

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
再
び
生
気
を
と
り
も
ど
し
た
。
妖
精
た
ち
は
も
う
姿
を
消
し
て
も

よ
い
。
そ
こ
で
ア
l
リ
エ
ル
は
妖
精
た
ち
に
呼
び
か
け
る
。

。『目日コ
】.山 1、

::R 8-: ;;;-. ~ 
?ゆ F45
g 町 F+EF

・ 4

m 込 4 巾一

言お r凶
.....ロ F 戸

J 戸田会

SE皇自
叉(!l N ~ 
長田口 E

ごrcii' e h 

8"" 2 ;t~ 
7σ 出 E件、..、
p; 0 
ロロ
0""'巾

ロ

も
ぐ
り
こ
め
、
花
の
う
て
な
に
、

北
大
文
学
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紀
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「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

岩
の
聞
に
、
木
の
葉
の
か
げ
に
、

深
く
ひ
そ
ん
で
静
か
に
住
ま
え
。

あ
れ
に
や
ら
れ
た
ら
聾
に
な
る
ぞ
。

軽
や
か
で
充
実
し
た
ア
l
リ
エ
ル
の
こ
の
結
び
の
一
言
葉
に
、
我
々
は
た
と
え
ば
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
き
く
思
い
が
す
る
。

こ
こ
に
は
、
一
人
の
人
聞
の
命
を
癒
し
て
や
っ
た
こ
と
に
対
す
る
満
足
の
気
持
と
、
し
か
し
そ
れ
を
き
し
て
意
に
介
す
る
で
も
な
い
ら

し
い
軽
快
な
ア

I
リ
エ
ル
の
表
情
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
l
リ
エ
ル
は
正
に
「
空
気
の
精
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
の
行
動
を
軽

や
か
な
詩
語
に
よ
っ
て
実
証
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ベ

I
ム
は
こ
こ
で
も
別
の
読
み
方
を
し
て
い
る
o

被
は
、
「
も
ぐ
り

こ
め
、
花
の
う
て
な
に
」
と
い
う
文
句
を
ア
l
リ
エ
ル
が
妖
精
た
ち
に
与
え
た
「
自
己
抑
制
の
訓
え
」
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
に
よ

れ
ば
、
先
の
妖
精
た
ち
の
合
唱
は
不
敵
な
超
人
的
衝
動
へ
の
う
な
が
し
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
こ
れ
に
反
対
し
て
、
こ
こ
で
は
抑
制
の

徳
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
ポ
ラ
リ
テ

I
ト
が
つ
ぎ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
独
白
を
準
備
す
る
の
だ
と
い
う
。
日
の

光
に
ま
と
も
に
あ
た
っ
た
ら
目
が
つ
ぶ
れ
る
か
ら
姿
を
か
く
せ
と
い
う
、
こ
れ
は
た
し
か
に
、
後
段
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
「
彩
ら
れ
た
映
像
」

に
お
い
て
人
生
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
諦
念
の
態
度
と
論
理
的
に
符
合
す
る
o

ア
l
リ
ユ
ル
の
こ
の
言
葉
に
後
段
の
た
め
の
伏
線
を
見
る

-180-

こ
と
は
理
屈
の
上
で
は
矛
盾
で
は
な
い
。

し
か
し
我
々
は
こ
の
読
み
方
に
賛
成
で
き
な
い
。
第
一
に
、
我
々
は
妖
精
た
ち
の
歌
に
超
人

的
行
為
へ
の
誘
惑
を
読
む
こ
と
に
反
対
し
た
。
従
っ
て
こ
の
箇
所
に
抑
制
の
訓
え
を
見
て
ポ
ラ
リ
テ
l
ト
の
問
題
を
ひ
き
出
し
て
く
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
第
二
に
、
論
理
上
整
合
す
る
か
ら
と
い
っ
て
ア
l
リ
エ
ル
の
軽
や
か
な
調
べ
に
ま
で
重
い
意
味
を
付
与
す
る

の
は
、
軽
や
か
な
ゆ
え
に
美
し
い
詩
語
を
き
ず
つ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
o

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
言
葉
は
な
ん
ら
の
伏
線
や
準
備
を
必
要
と
し
な

ぃ
。
む
し
ろ
こ
の
場
面
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
前
段
の
軽
快
と
後
段
の
荘
重
の
対
照
の
妙
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
味
わ

う
た
め
に
も
、
余
分
な
重
さ
を
前
段
に
つ
け
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



フ
ァ
ウ
ス
ト
は
目
を
さ
ま
す
。
最
高
の
存
在
に
む
か
つ
て
努
力
し
よ
う
と
い
う
決
意
が
た
だ
ち
に
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
こ
の
短
い
一
幕

の
後
段
が
は
じ
ま
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
が
こ
こ
か
ら
動
き
出
す
の
で
あ
る
。

同
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巾
白
戸
巾
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町
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H
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n
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口
ロ
巾
田
仲
田
ロ
ゲ

o
p
B
X
円

S
H
E
-ロ
}

H

N

ロ

ロ
H
H
M
m
巾

σ
2
r

ロ
ロ

Hmwm由
同
ロ
ロ
仏

H位
『
吋
凹

H
o
-ロ
}
内
】
可
位
同
昨
日
間
四
的
切
巾
凹
ロ
匡
目
白
石
巾

P

い
の
ち
の
脈
持
が
生
き
生
き
と
打
っ
て
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N
E戸

rszgロ
ロ
白
血
巾
山
口
即
日

B
2
F
H同
自
由
片
岡
町
宮
口
・

大
気
の
ほ
の
明
り
に
や
さ
し
く
会
釈
す
る
o

大
地
ょ
、

お
前
は
昨
夜
も
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

今
ま
た
新
た
に
元
気
づ
い
て
お
れ
の
足
も
と
で
呼
吸
し
、

早
く
も
歓
び
を
も
っ
て
お
れ
を
包
も
う
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
お
れ
を
は
げ
ま
し
て
、
最
高
の
存
在
へ
と

た
え
ず
努
力
し
よ
う
と
い
う
か
た
い
決
心
を
う
な
が
し
て
く
れ
る
。
ー

我
々
は
ま
ず
、
先
行
す
る
ア
l
リ
エ
ル
の
歌
が
ト
ロ
へ
l
ウ
ス
で
下
へ
下
へ
と
語
り
か
け
る
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

フ
ア

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

ウ
ス
ト
が
ヤ

γ
ブ
ス
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
上
へ
上
へ
と
語
っ
て
い
る
の
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
天
と

地
と
の
照
応
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
以
上
に
、

目
を
さ
ま
し
て
再
び
力
強
く
向
上
前
進
を
願
う
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
心
を
現
わ
す
。

「
目
辰
吉
岡

の
存
在
へ
と
た
え
ず
努
力
し
よ
う
と
い
う
か
た
い
決
心
」
が
彼
の
心
中
に
高
ま
っ
て
く
る
の
を
こ
の
韻
律
が
ご
く
自
然
に
と
ら
え
て
い
る

の
で
あ
る
o

さ
ら
に
、
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
テ
ル
ツ
ィ
l
ネ
の
詩
形

(
a
b
a
-
b
c
b
-
e
d
e
-
-
-
)
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
無
限
追
求
の

衝
動
に
相
応
す
る
。
こ
の
形
で
は
、
第
二
行
が
第
四
行
を
呼
び
だ
し
、
第
五
行
が
第
七
行
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に
続
く
思

い
を
読
者
に
う
な
が
す
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
々
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
無
限
追
究
の
衝
動
に
お
い
て
第
一
部
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
の
限
り
で

「
第
二
部
」
は
た
し
か
に
「
第
一
部
」
の
続
き
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
第
二
部
」
が
聞
か
れ
る
た
め
に
は
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
よ
り
高
い

次
元
で
行
動
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
自
身
の
な
か
に
、
あ
る
変
化
が
起
こ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
何

い
か
な
る
意
味
で
彼
は
よ
み
が
え
っ
た
か
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

を
の
り
こ
え
た
か
、
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第
一
部
で
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
行
動
欲
は
一
一
吉
田
で
い
え
ば
「
官
能
の
深
み
に
は
ま
り
こ
ん
で
、
燃
え
る
情
熱
を
し
ず
め
る
」
こ
と
で
あ
っ

た
0

(

戸
田
百
百
円
回
目
ロ
吋
庁
内
巾
ロ
門

-
2
ω
Eロロ口
r
w合同
¥
c
a
m
-
c
r巾ロ門円巾

Fa仏
巾
ロ
∞
ロ
ゲ
向
同
窓
口
由
江
戸
m
w
H
H

一
口
g
l
H
)
こ
の
欲
望
の
追
求
に
お

い
て
無
際
限
で
あ
っ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
グ
レ
ー
ト
ヘ
シ
体
験
で
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
そ
の
苦
悩
を
の
り
こ
与
え
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
も

う
同
じ
危
機
に
お
ち
い
っ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
遭
遇
す
べ
き
苦
難
は
よ
り
高
次
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
我
々
は
フ
ア

ウ
ス
ト
の
対
世
界
態
度
の
変
化
に
見
出
し
う
る
と
思
う
o

同
ロ
ロ
官

5
2
R
Z
E
-
-巾
程
田
口
『
。
ロ
己
目
。
巧
岳
巾
同
白
ロ

E
。

agu

ロ
巾
円
巧
田

E
2
5
E
4
0ロ

g
g巾
足
印
式

B
E
m巾
日
ピ
ゲ

gu---



「
世
界
は
早
く
も
聞
か
れ
て
、

暁
の
光
を
う
け
て
ほ
の
じ
ら
む
、

森
に
は
数
知
れ
ぬ
生
き
も
の
た
ち
の
芦
が
鳴
り
ひ
び
く
・
:
:
」
大
地

か
ら
は
鮮
か
な
色
彩
が
う
か
び
で
、
花
も
葉
も
真
珠
の
雫
を
こ
ぼ
し
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
ま
わ
り
は
天
国
の
よ
う
に
な
る
o

や
が
て
山
々
の

頂
き
に
明
る
み
が
さ
し
、

つ
い
に
太
陽
が
現
わ
れ
る
。
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
そ
の
あ
ま
り
の
明
る
さ
に
目
が
く
ら
ん
で
面
を
そ
む
け
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
|
|
こ
の
場
面
は
地
霊
に
一
喝
さ
れ
た
か
つ
て
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
我
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
自
然
の
根
源
に
一
挙
に
迫

ろ
う
と
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
打
ち
の
め
さ
れ
た
。
今
太
陽
を
自
の
前
に
し
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
も
「
目
の
痛
さ
に
た
え
か
ね
て
」
そ
れ
に
背
を

む
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
も
う
か
つ
て
の
よ
う
に
絶
望
や
呪
誼
に
か
り
た
て
ら
れ
は
し
な
い
o

彼
は
す
で
に
知
つ

「
人
生
は
彩
ら
れ
た
映
像
に
お
い
て
だ

て
い
る
の
で
あ
る
。

絶
対
者
を
直
下
に
認
識
す
る
の
は
人
聞
に
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

け
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
一
つ
の
飛
躍
を
な
し
と
げ
て
い
る
o

彼
は
も
は
や
超
人

に
は
で
き
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
彼
が
も
う
達
人
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
彼
は
な
お
迷
う
o

罪
を
犯
し
も
す
る
。

J¥  

レ
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の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
も
た
な
い
。

い
か
な
る
対
象
に
対
し
て
も
距
離
を
と
る
べ
き
こ
と
、

い
わ
ば
美
的
人
間
と
し
て
生
き
る
べ
き
覚
悟
が
彼

ナ
の
幻
影
に
こ
が
れ
る
あ
ま
り
自
分
の
役
割
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
迂
潤
な
振
舞
さ
え
す
る
彼
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
意
識
、
努
力
の

方
向
、
彼
が
働
く
べ
き
次
元
は
一
段
と
高
く
大
き
く
な
る
べ
き
こ
と
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
関
す
る
我
々
の
解
釈
は
ほ
ぼ
以
上
で
尽
き
て
い
る
o

し
か
し
、
こ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
言
葉
に
つ
い
て
は
二
、
三
重
要
な
解

釈
上
の
問
題
点
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
我
々
の
考
え
を
述
べ
て
お
く
こ
と
は
、
側
面
か
ら
我
々
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ

で
あ
ろ
う
。

哲
学
者
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
こ
こ
で
展
開
す
る
自
然
観
照
を
そ
れ
以
前
の
彼
の
自
然
観
と
比
較
し
て
、
こ
こ
に
新
生
面
が

切
り
ひ
ら
か
れ
た
と
い
い
旬
《
第
一
部
の
最
初
の
独
白
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
月
に
む
か
つ
て
呼
び
か
け
る
。

し
か
し
今
彼
を
歓
喜
に
ひ
た
ら

レ
U
-

、r、
4
L
v
b
z叫
H
M
H
ξ



一つ

7
t
vノ
ト
品
同
月
二
立
口
L
B
V盛
山

せ
る
も
の
は
、

か
つ
て
彼
の
心
を
ひ
い
た
お
ぼ
ろ
な
月
影
ゃ
、
彼
が
そ
れ
を
浴
び
て
す
こ
や
か
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
露
な
ど
と
同
日
に

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
の
月
の
光
は
物
の
形
や
色
を
ぼ
か
し
て
し
ま
う
o

が
今
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
見
る
の
は
け
ざ
や
か
な
物
の
姿
と
色

な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
は

「
森
と
洞
窟
」
に
現
れ
る
自
然
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
努
力
は
統
一
体
と
し
て
の
自
然
の
認
識

(
開
門
}
円
相

EMgz
巳

2

Z伊丹ロ
Z
E
r色
丹
)

に
む
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
が
見
た
も
の
は
直
覚
的
具
象
的
で
あ
っ
た
に
か
か

わ
ら
ず
、
彼
の
立
場
は
思
想
的
あ
る
い
は
概
念
的
(
∞

E
g
E
E凶
O
仏

R
Z
m
E自
の
「
)

で
あ
っ
た
o

と
こ
ろ
が
今
彼
の
心
を
と
ら
え
る

の
は
純
粋
に
直
観
的
な
も
の

(
巾
丹
羽
田
由
同
白
山
口
〉
ロ
印
岳
山
己
お
宮
田
)

で
あ
っ
て
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る
理
論
的
反
省
を

行
な
う
こ
と
も
な
し
に
、

た
だ
そ
れ
を
観
照
し
て
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
》

リ
ッ
カ
ー
ト
の
見
解
は
大
要
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
が
よ
り
高
い
心
境
に
達
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
彼
が
か
つ
て
経
験
し
た
二
つ
の
場
面
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
の
は
ふ

さ
わ
し
く
あ
る
ま
い
。
は
じ
め
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
自
分
の
書
斉
を
牢
獄
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
と
き
窓
か
ら
き
し
こ
む
月
光
が
物
の
輪
郭
を

ぼ
か
し
、

ロ
マ

γ
テ
ィ
シ
ュ
に
彼
の
憧
憶
を
そ
そ
る
の
は
あ
の
場
面
に
お
い
て
ま
こ
と
に
自
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
こ
と
比
較
し
て
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フ
ァ
ウ
ス
ト
の
自
然
観
照
の
深
ま
り
を
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
は
夜
で
あ
り
、
今
は
朝
な
の
で
あ
る
o

比
較
さ
れ
る
べ
き
状

況
も
対
象
も
あ
ま
り
に
ち
が
い
す
ぎ
る
。
我
々
は
む
し
ろ
、
あ
の
よ
う
な
沈
痛
な
思
い
に
と
ら
え
ら
れ
な
が
ら
ま
ど
か
な
月
影
に
呼
び
か

け
、
そ
の
光
に
包
ま
れ
て
山
の
背
を
歩
み
、
野
の
露
を
浴
び
て
す
こ
や
か
に
な
り
た
い
と
願
っ
た
あ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
、

ま
こ
と
に
柔
軟

な
彼
の
心
と
、
将
来
の
展
開
を
予
想
さ
せ
る
十
分
な
潜
勢
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
森
と
洞
窟
」
に
お
い
て
は
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
は

な
る
ほ
ど
自
然
の
恵
み
を
た
た
え
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
後
段
で
彼
が
、

「
あ
あ
人
聞
に
は
何
ひ
と
つ
完
全
な
も
の
が
与
え
ら
れ
ぬ
こ

と
を
お
れ
は
今
感
じ
る
」

(
C
E
E
舟

B
E
E
R
r
g
巳口

r
g
〈
己
F

。B
Bロ
巾
担
当
日
正
也
¥
何

SE-H丘
二
口
ゲ
ロ
Eγ
結
晶
C
l

凸
)
と
い
う
主

題
を
押
し
だ
す
た
め
の
前
提
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
グ
レ
ー
ト
ヘ
シ
へ
の
愛
慾
に
お
ち
い
り
、
歓
喜
と
苦
痛
の
板
ば
さ
み
に
た
っ



て
い
る
。
こ
の
状
況
で
自
然
に
対
し
て
純
粋
な
観
照
的
態
度
を
取
り
え
ぬ
こ
と
は
見
え
す
い
て
い
る
o

リ
ッ
カ
ー
ト
の
見
方
は
、

フ
ァ
ウ

ス
ト
の
新
し
い
境
地
を
強
調
す
る
た
め
に
、

ひ
る
が
え
っ
て
過
去
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
余
分
な
解
釈
を
つ
け
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
過
去
を
な
げ
う
っ
て
よ
み
が
え
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
は
新
し
い
一
歩
を
ふ
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
ま
だ

な
ん
ら
の
問
題
に
ま
き
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
。

だ
か
ら
、

今
彼
に
見
ら
れ
る
美
的
観
照
的
態
度
は
決
意
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
彼
が
再
び
顛
落
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

ま
た
そ
れ
が
な
け
れ
ば
第
二
部
の
長
い
遍
歴
が
語
ら
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る
O 

も
う
ひ
と
つ
問
題
に
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る
の
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つ
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の
箇
所
で
あ
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「
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

N
己
ゲ
巾
同

m
g
c
H戸
田
山
口
官
官
ロ
色
ロ
宮
丹
市
宮

ωロ巴巾戸市岡・

こ
れ
を
字
義
ど
お
り
日
本
語
に
う
っ
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

あ
こ
が
れ
る
望
み
に
燃
え
て
、

な
れ
な
れ
し
く

最
高
の
願
望
の
ま
じ
か
に
迫
っ
た
と
き
、

成
就
の
門
が
広
く
聞
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
ら
ち
ょ
う
ど
こ
ん
な
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
あ
の
永
遠
な
奥
底
か
ら
お
び
た
だ
し
く

火
焔
が
ふ
き
出
し
て
く
る
の
で
我
ら
は
驚
い
て
立
ち
す
く
む
。

我
ら
は
た
だ
生
命
の
松
明
に
火
を
点
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
一
面
の
焔
が
我
ら
を
と
り
か
こ
む
。
な
ん
と
い
う
焔
で
あ
ろ
う
。

は
げ
し
く
燃
え
て
我
ら
を
襲
う
の
ぽ
、
愛
か
、
憎
し
み
か
。
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苦
痛
と
喜
び
が
、
か
わ
る
が
わ
る
凄
じ
く
絡
み
つ
い
て
く
る
。

そ
こ
で
我
ら
は
若
々
し
い
緑
の
薄
物
に
身
を
包
も
う
と
し
て

ま
た
し
て
も
大
地
へ
と
目
を
む
け
る
の
だ
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
さ
し
の
ぼ
る
太
陽
に
新
し
い
生
活
へ
の
示
唆
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
て
彼
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
明
る
さ
に
目
を
そ

む
け
な
が
ら
も
う
一
度
今
ま
で
の
生
活
を
ふ
り
返
る
。
す
る
と
過
去
は
観
照
的
生
活
の
対
極
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
衝
動
の
お
も
む
く
ま

ま
に
た
だ
ち
に
絶
対
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
か
つ
て
の
自
分
の
態
度
が
反
省
さ
れ
る
o

と
こ
ろ
で
、
こ
の
台
詞
の
最
初
の
三
行
は
具
体
的

に
何
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
グ
レ
ー
ト
へ

γ
体
験
に
結
び
つ
け
る
。
彼
は
こ
う
い
っ
て
い
る
。



「
我
々
は
こ
の
=
一
行
を
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
に
対
す
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
情
熱
的
な
愛
が
燃
え
あ
が
っ
た
時
期
に
関
係
づ
け
る
の
が
最
も
よ
い
。

そ
う
で
な
く
し
て
こ
れ
が
何
を
さ
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
」

0

成
就
の
門
が
聞
か
れ
た
と
い
う
の
は
彼
に
よ
れ
ば
二
人
の
恋
の
成
就
に

他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
あ
の
、
永
遠
な
奥
底
か
ら
お
び
た
だ
し
く
火
焔
が
ふ
き
出
し
て
く
る
」
と
い
う
の
も
、
「
一
面
の
焔
が
我
ら
を
と

り
か
こ
む
」
と
い
う
の
も
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
恋
の
情
熱
が
生
み
だ
し
た
も
の
と
な
る
o

「
生
命
の
松
明
に
火
を
点
じ
よ
う
と
し
た
」

と
し、

う
こ
の
「
生
命
し
は
「
官
能
に
お
け
る
直
接
的
な
生
以
外
の
も
の
を
意
味
し
え
な
い
」
と
リ
ッ
カ
ー
ト
は
い
う
o

そ
う
し
て
、

「
:
・
ま
た
し

て
も
大
地
へ
と
目
を
む
け
る
」
と
い
う
最
後
の
二
行
は
、

リ
ヅ
カ

l
ト
に
よ
れ
ば
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
世
界
遍
歴
の
は
じ
め
に
意
図
し
て
行

な
っ
た
純
粋
に
官
能
的
な
生
活
か
ら
の
意
識
的
な
転
向
を
意
味
す
る
。
こ
う
考
え
て
の
み
こ
の
箇
所
は
全
体
に
し
っ
く
り
と
あ
て
は
ま
る

の
で
あ
る
」
o

リ
ッ
カ
ー
ト
が
な
ぜ
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
の
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は

「
生
命
の
松
明
」
と
い
う
一
言
葉
が
、

フ
ァ
ウ
ス
ト

で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
す
で
に
世
界
遍
歴
を
は
じ
め
る
前
に
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
呪
っ
て
い
る

(
3
冨
可
巾
宮
F
〈
O
H
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の
か
つ
て
の
知
識
へ
の
努
力
を
さ
す
と
い
う
「
見
解
が
一
般
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
に
対
し
て
彼
が
強
く
反
対
し
よ
う
と
す
る
か
ら

乙
-
O
B
J吉田回目ロ
E

「
お
れ
は
一
切
の
知
識
が
の
ろ
わ
し
い
」

一
七
四
九
行
〉
0

今
更
知
識
に
背
を
む
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
。
グ
レ
l

ト
ヘ

γ
悲
劇
を
の
り
こ
え
た
あ
と
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
生
じ
る
変
化
は
、
官
能
的
情
熱
の
お
び
た
だ
し
い
焔
に
彼
が
も
う
た
与
え
る
こ
と
が
で

き
ず
に
、
そ
れ
に
背
を
む
け
る
こ
と
に
も
と
ず
い
て
い
る
。
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
認
識
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
『
は
げ
し
く
燃
え
て
我
ら

を
襲
う
の
は
愛
か
憎
し
み
か
』
な
ど
と
ど
う
し
て
問
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
考
え
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
言
葉
か
ら
し
て
も
問
題
に
な
ら
な

円
四
)

い」
0

「
要
す
る
に
我
々
は
、
真
理
の
火
に
背
を
む
け
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
箇
所
で
は
到
底
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
0

い
か
に
も
哲
学
者
ら
し
い
首
尾
一
貫
し
た
論
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
は
哲
学
的
論
理
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
は
い
な
い
。
我
々
は
も
う
一
度
テ
ク
ス
ト
に
か
え
っ
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
あ
こ
が
れ
る
望
み
に
燃
え
て
、

な
れ

北
大
文
学
部
紀
要



「
フ
ア
ウ
ス
ト
第
二
部
」
研
究

な
れ
し
く
最
高
の
願
望
の
ま
じ
か
に
迫
っ
た
:
:
:
と
こ
ろ
が
あ
の
永
遠
な
奥
底
か
ら
お
び
た
だ
し
く
火
焔
が
ふ
き
出
し
て
く
る
の
で
我
ら

は
驚
い
て
立
ち
す
く
む
」
o

こ
の
文
句
は
ど
う
し
て
も
我
々
に
地
霊
の
場
を
想
起
さ
せ
る
。
「
赤
い
焔
が
ひ
ら
め
き
、
焔
の
な
か
に
霊
が
現

わ
れ
た
と
き
」
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
「
お
前
を
見
る
の
は
た
え
ら
れ
な
い
」
(
四
八
五
行
)
と
い
っ
て
地
霊
の
姿
に
圧
倒
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
回
顧
は
こ
の
文
字
通
り
の
一
致
か
ら
し
て
地
霊
の
場
以
外
を
さ
と
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
ぺ
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
た
し
か
に
メ

官
能
の
深
み
に
は
ま
り
こ
ん
で
燃
え
る
情
熱
を
し
ず
め
て
く
れ
」

「
一
切
の
知
識
が
の
ろ
わ
し
い
。

(
一
七

フ
ィ
ス
ト

l
に
む
か
つ
て
、

四
九
i
五
一
行
)
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
地
上
遍
歴
は
ま
さ
に
官
能
の
深
み
に
は
ま
り
こ
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
フ
ァ
ウ
ス
ト

の
回
顧
が
こ
の
官
能
的
生
活
だ
け
に
か
か
わ
れ
ば
、

リ

v
カ

1
ト
の
論
理
は
ま
こ
と
に
具
合
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
フ
ァ
ウ
ス
ト
が

「
一
切
の
知
識
が
の
ろ
わ
し
い
」
と
は
い
っ
て
も
、
彼
の
認
識
衝
動
が
そ
れ
で
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
遍
歴
は
、
官

能
的
生
活
に
お
い
て
彼
の
認
識
を
深
め
て
い
っ
た
。
書
斎
の
学
者
で
あ
る
こ
と
を
一
蹴
し
は
し
た
が
、

よ
り
深
い
意
味
で
認
識
者
で
あ
る
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こ
と
を
彼
は
や
め
は
し
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

た
と
え
ば
「
森
と
洞
窟
」
の
独
白
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
が
な
い
。
だ
か
ら
、

第
二
部
の
冒
頭
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
彼
の
生
涯
の
重
大
な
転
機
に
お
い
て
、
第
一
部
地
霊
の
場
で
の
深
刻
な
打
撃
が
彼
の
心
に
よ
み
が

え
る
の
は
ま
こ
と
に
自
然
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
彼
が
こ
れ
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
美
的
人
生
態
度
の
対
極
を
な
す
の
で
あ
る
か

ら
一
層
自
然
な
の
で
あ
る
。
主
人
公
が
か
つ
て
興
奮
の
あ
ま
り
あ
る
言
葉
を
は
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
作
品
解
釈
の
き
め
手
に
す

る
の
は
、
人
生
と
文
学
の
実
相
に
遠
い
形
式
論
理
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
回
顧
に
お
い

て
グ
レ
ー
ト
へ

γ
と
の
愛
欲
が
全
然
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
絶
対
な
る
も
の
|
|
そ
れ
は
学
問
的
真
理
で
も
、

美
し
い
瞬
間
と
し
て
の
恋
愛
で
も
か
ま
わ
な
い

l
iー
を
た
だ
ち
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
地
霊
の
場
合
も
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
の
場
合

も
同
様
で
あ
っ
た
。
絶
対
者
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て
相
対
す
る
美
的
態
度
は
第
二
部
で
意
識
的
に
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、



グ
レ
ー
ト
へ

γ
体
験
を
も
含
み
つ
つ
こ
れ
ま
で
の
彼
の
対
世
界
態
度
、
が
地
霊
の
場
に
集
約
さ
れ
て
思
い
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
少
し
も
無

理
は
な
い
と
思
う
。
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
体
験
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
と
っ
て
ど
ん
な
に
痛
切
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
「
、
氷
遠
な
奥
底
か
ら

お
び
た
だ
し
く
火
焔
が
ふ
き
出
し
て
く
る
」
と
か
「
一
面
の
焔
」
と
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
は
な
ん
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

が
問
題
は
な
お
残
る
。
「
は
げ
し
く
燃
え
て
我
ら
を
襲
う
の
は
、

愛
か
、
憎
し
み
か
。

苦
痛
と
喜
び
が
か
わ
る
が
わ
る
凄
じ
く
絡
み
つ

い
て
く
る
」
に
お
け
る
「
愛
、
憎
し
み
、
苦
痛
、
喜
び
」
と
い
う
一
言
葉
は
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
か
。
リ
ヅ
カ
l
ト
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
よ

び
起
こ
す
イ
メ
ー
ジ
の
ゆ
え
に
こ
の
箇
所
全
体
を
グ
レ
ー
ト
へ

γ
体
験
だ
け
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
我
々
も
ま
た
こ
こ
に
は
主
と
し

て
グ
レ
ー
ト
ヘ
シ
へ
の
痛
切
な
回
想
が
ひ
び
い
て
い
る
と
思
う
。
絶
対
者
に
相
対
し
た
と
き
認
識
者
は
歓
喜
に
ふ
る
え
る
。
し
か
し
彼
は

た
ち
ま
ち
そ
の
あ
ま
り
の
は
げ
し
さ
に
苦
痛
に
襲
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
歓
喜
と
苦
痛
は
、
グ
レ
ー
ト
へ

γ
体
験
に
お
け
る
愛
と

以
下
に
注
を
加
え
て

「
道
徳
的
な
も
の
へ
の
関
係
」

(回巾
M
W

円
巾
「
ロ
ロ
ぬ

田
口
問
牛
曲
目
「

ω
X
H
ロ
n
r巾
)

とユ
し、 I
っリ
て ヒ
し 、.

るきシ
。ニL

そミ
れツ
t主ト

t土
こ「
。コ-

面
く の
だ焔
り」
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憎
し
み
1
1
1
愛
は
も
と
よ
り
彼
女
を
愛
し
ま
た
彼
女
に
愛
さ
れ
る
喜
び
で
あ
り
、
憎
し
み
は
、
彼
女
を
捨
て
た
こ
と
に
よ
る
美
し
き
瞬
間
、

火
焔
の
側
か
ら
の
憎
し
み
と
し
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
|
|
と
重
な
る
o

を
、
グ
レ
ー
ト
へ

γ
を
捨
て
た
こ
と
に
対
す
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
痛
苦
の
表
現
と
し
て
解
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
シ
ュ
ミ

ッ
ト
は
リ
ヅ
カ
l
ト
と
同
意
見
で
あ
る
が
、
「
一
面
の
焔
」
を
グ
レ
ー
ト
へ

γ
体
験
だ
け
に
限
局
す
る
の
は
や
は
り
無
理
で
あ
ろ
う
。

さ
て
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
光
の
痛
さ
に
た
え
か
ね
て
目
を
下
界
に
む
け
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
か
つ
て
地
霊
を
前
に
し
て
打
ち
ひ
し
が
れ
た

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
モ
テ
ィ
l
フ
の
く
り
返
し
で
あ
る
o

し
か
し
今
や
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
た
だ
打
ち
ひ
し
が
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
の
心
に
は

一
つ
の
諦
念
が
、
人
間
性
の
限
界
の
自
覚
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
o

自
我
が
そ
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
と
き
、
自
我
は
そ
の
有
限
を
生

き
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
そ
の
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
切
の
妥
協
を
排
し
て
絶
対
に
迫
ろ
う
と
す
る
者
か
ら
み

北
大
文
学
部
紀
要
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