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テ
ク
ス
ト
読
解
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
た
と
え
ば
次
の
よ

う
に
言
う
。
他
者
を
正
当
に
理
解
す
る
た
め
の
第
一
の
条
件
は
、
先
入
見
を
棄

て
去
っ
て
公
平
無
私
の
立
場
に
た
つ
こ
と
で
は
な
く
、
反
対
に
、
お
の
れ
の
先

（
１
）

入
見
を
は
っ
き
り
と
お
の
れ
自
身
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
こ
の
先
入
見
は
誰
で
も
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
〃
先
入

見
″
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
平
均
的
な
理
解
に
抗
し
つ

つ
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
獲
得
し
た
独
自
の
概
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
右
の
よ
、
フ
な
言

葉
が
聴
く
者
の
耳
に
さ
し
あ
た
っ
て
不
都
合
な
も
の
に
響
く
こ
と
が
た
と
え
あ

る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
も
ち
ろ
ん
ガ
ー
ダ
マ
ー
を
批
評
す
る
こ
と
に

は
つ
な
が
り
え
な
い
。
そ
れ
を
不
都
合
な
も
の
と
し
て
聴
く
者
自
身
の
見
方
、

つ
ま
り
先
入
見
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
先
入
見
が
併
せ
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で

な
い
か
ぎ
り
は
。

同
様
の
こ
と
は
反
対
の
場
合
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
を
、
ま

た
一
般
に
テ
ク
ス
ト
を
読
む
者
が
自
分
の
見
方
と
同
じ
も
の
を
た
ま
た
ま
そ
こ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

は
じ
め
に

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学

ｌ
ガ
ー
ダ
マ
ー
に
お
け
る
〈
芸
術
作
品
の
起
源
〉
Ｉ

に
見
出
す
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
指
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
理
解
と
称

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
見
る
の
は
た
い
て
い
の
場
合
、

他
者
に
投
影
さ
れ
た
お
の
れ
自
身
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の

言
葉
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
聴
く
も
の
が
さ
し
あ
た
っ
て
理
解
し
て
い
る
の

と
は
別
の
事
柄
を
語
る
言
葉
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
そ
う
し
た
可
能
性
を
孕
む

言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
本
来
の
理
解
と
い
う
事
柄
の
う

ち
に
は
右
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
反
省
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
、
お
の
れ
の
先
入
見
を
そ

れ
と
し
て
際
立
た
せ
る
、
と
言
う
の
は
明
ら
か
に
こ
の
反
省
と
か
か
わ
り
が
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
理
解
の
条
件
と
し
て
の
先
入
見
」
と
い
う
こ
と
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
問
題
に

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
古
典
的
な
も
の
」
を
「
範
例
」
と
し
て
と
り
あ

げ
て
次
の
よ
言
う
に
言
、
フ
。
「
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
の
現
在
に
対
し
て
も
、
特
に
そ

の
と
き
の
現
在
に
語
り
か
け
て
い
る
か
の
よ
、
フ
に
語
る
。
〃
古
典
的
〃
と
称
さ
れ

る
も
の
は
三
里
日
厨
呂
な
距
離
を
わ
ざ
わ
ざ
克
服
し
て
も
ら
う
こ
と
を
要
し
な

（
２
）

（
３
）

い
」
。
「
お
の
れ
自
身
を
意
味
し
、
お
の
れ
自
身
を
解
き
明
か
す
」
も
の
が
古
典

的
な
作
品
と
称
さ
れ
る
、
と
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
特
別
の
用
意
な
く
聴
く
わ

合
澤

賢
六
七
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れ
わ
れ
に
も
そ
の
ま
ま
真
っ
直
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
の
よ
、
フ
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
時
代
の
変
遷
を
超
越
し
て
現
在
に
直
接
に
語
り
か
け
る
過
去
の
時

代
の
一
級
の
作
品
、
と
い
う
一
般
的
な
観
念
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
議
論
も
た
だ
そ
れ
だ
け
で

孤
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
哲
学
的
解
釈
学
」
全
体
を
構

成
す
る
部
分
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
。
し
か
も
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
ほ

か
で
も
な
く
先
入
見
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
議
論
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち

に
も
っ
と
も
な
も
の
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
と
い
、
う
こ
と
自
体
の
、
う
ち
に
こ
そ
隠
れ
た
課
題
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、
た
と
え
ば
Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
が
右
の
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
言

（
４
）

葉
を
と
り
あ
げ
て
、
「
古
典
芸
術
の
概
念
に
固
執
す
る
」
ガ
ー
ダ
マ
ー
を
批
難
す

る
と
き
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
文
学
作
品
を
自
体
的
に
存
在
す
る
研
究
対
象
と
み
な
す
従
来
の
文
学
研

究
の
「
歴
史
主
義
的
客
観
主
義
」
に
反
対
し
て
、
ヤ
ウ
ス
は
、
読
者
に
よ
る
テ

ク
ス
ト
「
受
容
」
の
歴
史
性
・
生
起
性
（
⑦
閉
９
月
宣
言
冥
異
）
に
基
礎
を
お

（
５
）

く
と
こ
ろ
の
新
し
い
文
学
研
究
、
す
な
わ
ち
「
受
容
美
学
」
を
提
唱
す
る
。
そ

の
際
に
彼
が
直
接
に
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
作
用
歴
史
（
君
司
‐

宍
巨
信
終
隅
９
月
三
色
の
概
念
で
あ
る
が
、
ほ
か
で
も
な
く
こ
の
立
場
か
ら
ガ
ー

ダ
マ
ー
自
身
の
「
古
典
芸
術
の
概
念
」
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
時
代
的
、
時

間
的
な
隔
た
り
を
わ
ざ
わ
ざ
克
服
す
る
ま
で
も
な
い
常
に
現
在
的
で
模
範
的
な

〃
傑
作
〃
、
こ
う
し
た
「
実
体
化
さ
れ
た
伝
統
」
は
「
作
用
歴
史
の
原
理
に
矛
盾

（
６
）

す
る
」
と
。
わ
れ
わ
れ
に
も
そ
れ
な
り
に
も
っ
と
も
な
言
い
分
で
あ
る
よ
、
フ
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
理
由
か
ら
し
て
、
た
だ
ち
に
こ
れ
に
同
意

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

『
真
理
と
方
法
』
の
序
論
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
解
釈
学
へ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

か
ら
の
影
響
に
関
し
て
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
言
っ
て
い
る
。
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

「
転
回
（
宍
呂
用
）
の
思
想
」
が
「
解
釈
学
の
問
題
を
本
来
の
そ
れ
自
身
へ
と
解

（
７
）

放
す
る
」
と
。
こ
の
言
葉
か
ら
し
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
は
奇
異
な
も
の
に
思

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
前
に
む
し
ろ
次
の
よ
う
に
問
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
古
典
芸
術
の
概
念
」
は
、
ヤ
ウ
ス
が
、

そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
語
の
も
と
に
解
し
て
い
る
も
の
と
は
た
し
て
同

じ
事
柄
で
あ
る
の
か
、
と
。

よ
り
一
般
的
な
か
た
ち
で
い
え
ば
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
〃
伝
統
主
義
″
は
す
で

に
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
常
識
を
ひ
と
た
び
は
そ
っ
く
り
括
孤
に
入
れ
て
テ
ク
ス
ト
に
向
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
手
始
め
に
と
り
あ
げ
て
論

ず
る
の
は
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
概
念
と
し
て
す
で
に
通
用
し
て
い
る
作
用
歴
史
や

先
入
見
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
見
し
た
と
こ
ろ
特
別
の
事
情
が
あ
る
よ
う
に
は

思
え
な
い
さ
さ
や
か
な
語
・
雪
の
烏
（
作
品
）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ヤ
ウ
ス
の

よ
う
に
文
学
研
究
理
論
、
も
し
く
は
〃
美
学
″
に
直
接
に
か
か
わ
る
問
題
意
識

か
ら
す
る
こ
と
で
は
な
い
・
先
廻
り
し
て
言
う
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
が
、
ガ
ー

ダ
マ
ー
の
諸
概
念
の
形
成
に
決
定
的
に
与
っ
て
い
る
の
が
こ
の
語
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
平
凡
な
見
掛
け
の
た
め
に
そ
れ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
哲
学
的
解
釈
学
」

そ
の
も
の
が
暖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
恐
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一

六
八
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わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
ま
だ
テ
ク
ス
ト
を
直
接
に
論
ず
る
こ
と
を

始
め
な
い
。
む
し
ろ
右
の
言
葉
の
背
景
を
な
す
事
情
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
い
わ
ゆ
る
転
回
（
宍
①
言
の
）
に
関
し
て
ご
く
基
本
的
な
こ
と
を
復
習
し
て
お
こ

う
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
と
て
も
文
字
通
り
の
意
味
で
と
り
あ
え
ず
の
も
の

で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
直
接

に
読
む
の
に
最
小
限
必
要
な
前
も
っ
て
の
見
通
し
が
こ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
他
の
一
切
の
存
在

者
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
人
間
存
在
（
現
存
在
）
の
際
立
っ
た
性
格
は
、

そ
れ
が
お
の
れ
自
身
の
存
在
を
理
解
し
ふ
だ
ん
に
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

〈
８
）

で
あ
る
。
「
存
在
理
解
は
そ
れ
自
体
、
現
存
在
の
存
在
規
定
性
で
あ
る
」
。
し
た

が
っ
て
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
が
意
図
す
る
存
在
の
意
味
の
究
明
（
存
在
論
）
と
は
、

具
体
的
に
は
、
誰
の
も
と
に
で
も
す
で
に
あ
る
理
解
内
容
を
「
徹
底
的
化
」
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
存
在
論
は
誰
に
対
し
て
も
開
か
れ

て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
存
在
の
そ
の
同
じ
存
在
性
格
を
も
う
ひ
と
つ

の
面
か
ら
み
る
。
現
存
在
は
な
る
ほ
ど
自
分
の
存
在
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ

が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
「
非
本
来
的
」
な
仕
方
に
お
い
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。

す
な
わ
ち
、
理
解
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
本
質
と
す
る
現
存
在
は
、

そ
こ
に
い
つ
も
表
立
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
事
柄
す
な
わ
ち
存
在
者
⑦
四
ｇ
‐

号
の
）
に
注
意
を
奪
わ
れ
て
、
お
の
れ
自
身
の
存
在
命
①
ど
の
意
味
を
か
え
っ

て
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
色
と
り
ど
り
の
光
景
に
魅
入
ら
れ

て
、
そ
れ
を
見
る
目
が
お
の
れ
の
存
在
を
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
。
そ
の
意
味

で
、
現
存
在
は
最
も
身
近
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
と
い
う
よ
り
も
、
「
ま
さ
に
そ

ゥ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

〈
９
）

れ
ゆ
え
に
、
存
在
論
的
に
は
最
も
遠
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
。

存
在
の
意
味
の
究
明
は
、
し
た
が
っ
て
、
更
に
具
体
的
に
は
次
の
こ
と
を
不

可
欠
な
も
の
と
し
て
含
む
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
存
在

の
意
味
を
誤
認
し
て
い
る
「
頽
落
」
し
た
現
存
在
が
、
「
決
意
し
て
」
お
の
れ
の

「
本
来
の
」
可
能
性
の
う
ち
へ
と
た
ち
戻
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
み
ず
か
ら
に
本
質
的
に
そ
な
わ
る
隠
蔽
傾
向
を
自
覚
す
る
現
存

在
が
、
お
の
れ
自
身
の
不
都
合
な
存
在
理
解
を
「
暴
力
ａ
の
尋
呈
の
四
日
言
ご
」

を
も
っ
て
打
破
し
つ
つ
「
投
企
」
す
る
解
釈
学
、
こ
れ
が
こ
の
存
在
論
の
具
体

的
な
形
に
な
る
。

こ
の
企
て
が
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

問
題
は
そ
れ
で
は
な
く
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
自
己
矛
盾
を
含
む
も
の
だ
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
者
命
巴
①
且
①
の
）
か
ら
根
本
的
に
区
別
さ
れ
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
存
在
命
①
言
）
の
意
味
を
究
明
す
る
と
き
、
そ
れ
に
従
事
す
る
当
の

現
存
在
は
、
あ
る
意
味
で
〃
主
体
的
″
に
「
投
企
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に

し
て
言
い
か
え
れ
ば
、
存
在
の
意
味
を
意
図
に
反
し
て
、
何
か
〃
客
体
的
″
な

も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
存
在
そ
れ
自
身
で
は
決
し
て
な
い
も
の
と
し
て
求
め
る

と
い
う
矛
盾
を
犯
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
『
存
在
と
時
間
』
の
序
論
の
末
尾
に
お
い

（
皿
）

て
予
告
さ
れ
て
い
る
『
存
在
と
時
間
』
第
二
部
が
未
刊
の
ま
ま
に
終
っ
た
の
は

右
の
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
後
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
は
あ
る
意
味
で
逆
転
と
い
っ
て
い
い
よ

ミ
フ
な
変
化
に
み
ま
わ
れ
る
。
後
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ふ
り
か
え
り
つ
つ
ほ
の

（
、
）

め
か
し
て
い
る
よ
』
フ
に
、
こ
れ
が
始
め
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
予
定
さ
れ
て
い
た

「
転
回
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
現
存
在
の
解
釈
学
と
し
て
出
発
す
る
存

在
論
の
企
て
に
お
け
る
挫
折
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
ハ
イ
デ
ッ

六
九
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ガ
ー
解
釈
の
根
本
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ

れ
に
は
こ
れ
に
立
ち
入
る
用
意
は
な
い
。
当
面
の
課
題
に
と
っ
て
の
と
り
あ
え

ず
の
出
発
点
と
し
て
た
だ
次
の
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、
現
存
在
の
解
釈
学
を
通
じ
て
の
存
在
の
意
味
の
究
明
と
い
う
当
初
の

道
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
徐
々
に
放
棄
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
暴
力
」

と
い
う
性
格
を
も
つ
解
釈
学
に
対
し
て
は
閉
さ
れ
て
い
る
存
在
の
意
味
が
、
強

い
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
方
か
ら
露
に
な
る
特
別
な
場
面
が
あ
る
、
と
い
う

考
え
方
に
し
だ
い
に
傾
い
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
特
別
の
場
面
と
は
、

ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
が
い
う
意
味
で
の
詩
作
品
、
芸
術
作
品
の
経
験
の
こ
と
な
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
直
接
に
身
を
挺
し
て
存
在
の
真
理
が
そ
れ
自
身
の
方
か
ら
生

起
し
て
く
る
の
を
見
と
ど
け
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
の
ハ
ィ
デ
ッ
ガ
ー
の
お
お
ょ

（
皿
）

そ
の
方
向
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
も
ど
る
が
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
逆
説
的
に
も
、
現
存
在
の

解
釈
学
を
放
棄
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
反
転
こ
そ
が
、
「
解
釈
学
の
問
題
を

本
来
の
そ
れ
自
身
へ
と
解
放
す
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
以
下
に
論
じ
る
こ
と

は
、
結
局
は
、
こ
の
言
葉
の
具
体
的
な
意
味
を
彼
自
身
の
解
釈
学
に
即
し
て
確

か
め
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
結
論
め
い
た
こ
と
を
先
廻
り
し
て

言
、
７
な
ら
ば
、
『
真
理
と
方
法
』
第
二
版
に
あ
ら
た
に
附
さ
れ
た
序
論
に
お
い
て

右
の
よ
『
フ
な
逆
説
を
自
信
を
も
っ
て
口
に
し
え
た
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
背
後
に
は
、

次
の
こ
と
を
要
点
と
す
る
彼
自
身
の
独
自
な
解
釈
学
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
経
験
に
お
け
る
存
在
の
真
理
の
生
起
（
⑦
①
胃
言
‐

言
邑
）
、
と
い
う
後
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
、
あ
ら
た
め
て
、
人
間
存
在

に
お
け
る
理
解
の
現
象
に
結
び
つ
け
た
こ
と
、
逆
に
し
て
い
い
か
え
れ
ば
、
若

き
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
解
の
概
念
を
、
作
品
（
君
①
房
）
を
経
験
す
る
も
の
が
蒙

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

む
る
変
貌
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
か
え
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
投
企
」
と
し
て

の
解
釈
学
の
あ
の
ア
ポ
リ
ア
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
芸
術
作
品
の
も
と
で
の
真
理
と
い
い
、

ガ
ー
ダ
マ
ー
が
そ
れ
を
う
け
て
、
芸
術
経
験
と
称
し
て
い
る
の
が
い
か
な
る
事

柄
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
全
く
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ガ
ー
ダ
マ
ー

の
解
釈
学
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
性
格
づ
け
も
現
実
に
は
い
か
な
る
積
極
的

な
意
義
を
も
有
し
な
い
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
芸

術
作
品
と
い
う
語
の
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
何
ら
か
の
先
行
的
な
理
解

を
、
つ
ま
り
先
入
見
を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、
芸
術
経
験

を
手
が
か
り
と
す
る
解
釈
学
と
い
う
言
い
方
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
か
え
っ
て

わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
ぬ
方
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
ガ
ー

ダ
マ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
具
体
的
に
論
じ
る
と
は
、
こ
の
不
都
合
な
理
解
内
容
を

解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
く
過
程
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
の
基
本
概
念
・
作
用
歴
史
が
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
導
入

さ
れ
て
く
る
箇
所
に
、
目
立
た
な
い
な
が
ら
次
の
よ
う
な
一
見
ま
わ
り
く
ど
い

奇
妙
な
表
現
が
あ
る
。
「
ひ
と
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
切
の
理
解
の
う
ち
に
は
作
用
歴
史
（
三
時
百
損
蛎
唖
①
の
ｏ
三
の
茸
の
）

の
作
用
（
二
年
言
晨
）
が
作
動
（
四
日
君
の
異
器
言
）
し
て
い
る
」
。
君
の
島
の

語
が
あ
る
け
れ
ど
も
い
わ
ゆ
る
〃
作
品
″
と
は
も
ち
ろ
ん
い
か
な
る
関
わ
り
も

な
い
。
三
吋
穴
巨
長
（
作
用
）
と
同
族
の
語
を
中
心
と
す
る
慣
用
句
（
四
日
君
の
島

一
一

七
○
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の
凰
旨
）
の
辞
書
的
な
意
味
は
、
力
を
揮
っ
て
い
る
、
働
い
て
い
る
、
と
い
う
ほ
ど

の
も
の
で
あ
る
。
「
作
動
す
る
」
と
い
う
訳
語
を
そ
れ
に
当
て
る
理
由
は
後
で
明

ら
か
に
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
右
の
表
現
は
も
っ
と

簡
単
な
形
に
改
め
て
い
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る
理
解
の
う
ち

で
も
作
用
歴
史
と
い
う
も
の
が
働
い
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
。

も
ち
ろ
ん
、
右
の
よ
、
７
に
言
い
か
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
こ

の
言
葉
の
内
実
が
い
く
ら
か
で
も
身
近
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
用
歴
史
の

働
き
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
と
あ
ら
た
め
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
、
そ
の
答
え
を
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
探
そ
う
と
は

思
わ
な
い
。
そ
れ
へ
の
最
初
の
手
が
か
り
を
む
し
ろ
そ
の
奇
異
な
表
現
形
式
自

体
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
作
用
歴
史
の
作
用
が
作
動
し
て
い

る
、
こ
の
よ
、
フ
な
ダ
ウ
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
言
い
廻
わ
し
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
箇
所
だ
け
か
ら
明
ら
か
に

な
る
も
の
で
は
な
い
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
は
そ
れ
に
つ
い
て
直
接
に
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
平
凡
な
語
句
（
四
目
君
の
房
の
①
言
）
が
き
わ
め
て
目
覚
し
い
仕
方
で
用
い
ら

れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
が
実
は
別
に
あ
る
。
右
の
箇
所
と
の
か
か
わ
り
の
有
無
の

問
題
は
後
の
こ
と
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
見
て
お
こ
う
と
思
う
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を

論
ず
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
課
題
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の

な
か
の
い
く
つ
か
の
語
句
を
、
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
と
し
て
問
題
に

す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
に
は
、
最
小
限
の
用
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
表
題
か
ら
す
で
に
あ
る
事
柄
を
期
待
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
れ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

わ
れ
に
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
こ
こ
で
意
図
し

て
い
る
の
は
、
〃
芸
術
作
品
〃
に
つ
い
て
何
か
を
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
え
っ

て
、
こ
の
概
念
を
根
本
的
に
突
き
崩
す
こ
と
、
そ
し
て
全
く
別
の
理
解
を
そ
こ

に
出
現
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
述

の
仕
方
は
意
外
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
物

（
も
の
）
も
し
く
は
道
具
と
い
、
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
考
え
方
、
つ
ま

り
先
入
見
で
あ
る
。
立
ち
入
っ
て
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
自
明
な
も
の
と

し
て
通
用
し
て
い
る
こ
の
概
念
（
観
念
）
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を
際
立
た
せ
た

、
う
え
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
と
う
の
昔
か
ら
通
り
の
い
い
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
の
思
考
様
式
が
存
在
者
に
つ
い
て
の
直
接
の
経
験
の
一
切

に
先
ま
わ
り
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
、
支
配
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
物
（
も

の
）
と
い
う
概
念
が
、
物
を
真
に
物
た
ら
し
め
て
い
る
当
の
事
柄
へ
と
通
ず
る

く
Ｍ
）

道
を
…
…
閉
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
既
成
の

思
考
様
式
の
こ
う
し
た
「
先
ま
わ
り
」
に
対
し
て
備
え
を
し
た
う
え
で
「
直
接

の
経
験
」
に
就
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ

ホ
の
一
枚
の
百
姓
靴
の
絵
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
〃
芸
術
作
品
″
と
し
て
で

は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
の
物
、
ひ
と
つ
の
道
具
（
靴
）
が
そ
こ
で

こ
そ
真
に
経
験
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
経
験
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
哲
学

（
咽
）

的
理
論
を
抜
き
に
し
て
」
次
の
よ
、
フ
に
記
述
す
る
。

踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
靴
の
暗
い
内
側
か
ら
仕
事
の
苦
し
み
が
の
ぞ
く
。
革
に
鯵

む
大
地
の
湿
り
と
豊
か
さ
。
足
裏
に
せ
ま
る
夕
暮
の
野
の
道
の
さ
び
し
さ
・
実
っ

た
穀
物
を
さ
さ
げ
る
大
地
の
無
言
の
声
、
冬
の
荒
は
て
た
休
耕
地
の
わ
け
知
ら

ぬ
拒
絶
の
声
が
靴
に
響
い
て
い
る
。
そ
し
て
日
々
の
糧
の
確
保
の
た
め
の
け
な

げ
な
気
遣
い
、
困
窮
を
よ
う
や
く
耐
え
し
の
い
だ
と
き
の
言
葉
に
出
さ
な
い
歓

七
一
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〈
妬
）

び
が
靴
に
泌
み
透
っ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
記
述
は
よ
り
詳
細
で
よ
り
美
し
い
の
で
あ
る
が
ほ
ぼ
こ
の

よ
う
に
言
っ
た
う
え
で
要
約
す
る
。
「
こ
の
道
具
は
大
地
に
帰
属
す
る
と
と
も
に

農
婦
の
世
界
の
う
ち
に
守
ら
れ
て
い
る
」
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
（
に
）
に
お
い
て
「
こ

の
道
具
は
本
来
の
そ
れ
自
身
の
自
足
し
た
あ
り
方
に
到
達
す
る
」
。
思
い
も
か

け
な
い
厚
み
と
広
が
り
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
物
（
道
具
）
の
存
在
の
問
題

へ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
い
よ
い
よ
深
く
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
芸
術
作
品
の
こ

と
は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
言
フ
に
み
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
か
で
も
な

く
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
こ
の
問
題
の
た
だ
な
か
に
い
わ
ば
背
後
か
ら
一
挙
に

入
り
込
む
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
こ
う
で
あ
る
。

農
婦
は
自
分
の
靴
を
観
察
し
た
り
考
察
し
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
、
苦
し

み
喜
び
か
ら
な
る
日
々
の
営
み
の
な
か
で
、
そ
れ
が
真
実
に
は
何
で
あ
る
か
を

よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
伝
統
的
な
道
具
概
念
の
、
う
ち
に
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
考
察
者
に
は
そ
れ
が
本
来
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

が
わ
か
ら
な
い
。
む
き
出
し
の
素
材
で
あ
る
〃
皮
革
″
に
、
足
の
保
護
と
い
う

あ
ら
わ
な
〃
有
用
性
″
の
形
式
を
付
加
し
た
も
の
が
靴
と
い
う
〃
道
具
″
で
あ

る
、
と
い
う
貧
し
い
先
入
見
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
自
身
の
記
述
に
お
い
て
実
証
さ
れ
る
よ
、
フ
に
、
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
絵
の

前
に
立
つ
と
き
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
不
意
に
、
ふ
だ
ん
居
る
と
こ
ろ
と
は
別
の
と

（
肥
）

こ
ろ
に
居
」
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
下
心
を
も
っ
て
問
う
。

「
こ
こ
で
何
が
起
っ
て
い
る
（
鴇
の
ｇ
ｇ
①
己
）
の
か
？
こ
の
作
品
（
雪
①
島
）
に

（
四
）

お
い
て
何
が
作
動
（
四
目
雪
①
房
の
①
言
）
し
て
い
る
の
か
？
」
そ
し
て
答
え
る
。

「
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
絵
は
、
ひ
と
つ
の
道
具
つ
ま
り
一
対
の
百
姓
靴
が
真
実

（
別
）

に
は
（
旨
夛
函
言
言
邑
何
で
あ
る
か
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
そ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

れ
を
更
に
い
い
か
え
る
。
「
存
在
者
を
本
来
の
そ
れ
自
身
へ
と
開
示
す
る
こ
と
が

そ
こ
で
起
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
作
品
（
雪
①
詩
）
に
お
い
て
は
、
真
理
の
生
起

が
作
動
し
て
い
る
（
①
言
⑦
①
の
ｇ
の
言
国
号
『
三
号
吾
禺
童
画
ヨ
ミ
の
鼻
）
の
で

（
皿
）

あ
る
」
と
。

く
り
か
え
し
て
い
う
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
作
品
が
何
で
あ
る
か
を
直
接

に
論
じ
な
い
。
芸
術
作
品
を
あ
ら
か
じ
め
論
ず
べ
き
対
象
と
し
て
措
定
し
て
か

（
配
）

か
る
の
は
、
彼
が
批
判
す
る
〃
美
学
″
の
行
き
方
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

は
っ
き
り
と
し
た
意
図
を
も
っ
て
そ
れ
を
斥
け
た
う
え
で
、
ま
ず
、
物
も
し
く

は
道
具
が
本
来
の
そ
れ
と
し
て
出
現
す
る
出
来
事
に
身
を
挺
し
、
そ
こ
か
ら
作

品
の
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
右
の
言
葉
を
、
無
考
え
に
、
作
品
の

意
味
で
の
雪
①
房
の
方
か
ら
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
と

は
真
理
に
か
か
わ
る
も
の
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
四
目
君
①
房
陥
言
の
雪
の
爵
を
基
軸
に
し
て
次
の
よ
う
に
読
ま
れ
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
事
柄
が
そ
の
真
実
の
姿
で
現
わ
れ
て
く
る
と
こ

ろ
、
す
な
わ
ち
真
理
が
現
実
に
作
動
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
を
指
し
て
作
品
と

称
し
て
よ
い
、
と
。
そ
の
す
ぐ
後
に
は
こ
う
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
芸
術
の
本
質

と
は
こ
う
で
あ
ろ
う
。
存
在
者
の
真
理
が
雪
の
房
の
う
ち
に
お
か
れ
る
こ
と

（
”
）

ａ
閉
Ｉ
の
旨
亨
言
叩
夛
而
島
ｌ
附
言
①
ｇ
」
。

そ
れ
自
体
と
し
て
は
い
さ
さ
か
の
注
意
を
も
惹
く
こ
と
の
な
い
さ
さ
や
か
な

語
句
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
決
定
的
な
重
み
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
現
場
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
ガ
ー
ダ
マ
ー
の

作
用
歴
史
の
概
念
に
光
を
あ
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ハ
ィ
デ
ッ

ガ
ー
の
作
動
と
し
て
の
作
品
と
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
作
用
歴
史
の
作
動
と
の
か
か

わ
り
は
未
だ
コ
ト
バ
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
『
真
理

七
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と
方
法
』
に
も
ど
っ
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
に
お
け
る
〈
芸
術
作
品
の
起
源
ａ
弓

筈
目
長
）
〉
、
と
で
も
称
し
う
る
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
か
ど
う
か
を
確
め
て
み
よ

う
と
思
、
フ
。
そ
の
た
め
の
橋
渡
し
の
役
を
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
右
に

み
た
言
葉
に
あ
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
語
で
あ
り
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
主
著
の

タ
イ
ト
ル
の
一
部
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
語
・
真
理
（
君
呂
弓
呉
）
に
つ
い
て

の
反
省
で
あ
る
。

物
（
も
の
）
も
し
く
は
道
具
に
つ
い
て
の
既
成
の
観
念
が
そ
れ
の
直
接
経
験

を
か
え
っ
て
妨
げ
る
。
ち
よ
、
う
ど
同
じ
こ
と
が
真
理
に
つ
い
て
い
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
漠
然
と
で
は
あ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
つ
い
て
あ

る
確
か
な
理
解
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
ご
と
き

も
の
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
客
観
的
に
あ
る
と
さ
れ
る
現
実
も
し
く
は

事
実
の
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
自
体
的
に

あ
る
も
の
と
主
観
（
主
体
）
側
か
ら
の
認
識
（
知
）
と
の
一
致
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
真
理
の
語
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
内
容
を
わ
れ

わ
れ
は
ふ
だ
ん
疑
っ
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
言
葉
の
う
ち
に
も
無
反
省
に
そ
れ
を
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と

が
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
『
芸
術
作
品
の
起
源
』

は
せ
い
ぜ
い
退
屈
で
暖
昧
な
ミ
メ
ー
シ
ス
の
美
学
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
（
雪
閂
ご
に
お
け
る
真
理
の
作
動
酋
白
君
①
具

駕
言
）
と
い
、
フ
言
い
方
も
愚
劣
な
語
呂
あ
わ
せ
と
し
て
し
か
聴
え
な
い
で
あ
る

、
可
ノ
Ｏ

（
型
）

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
引
き
続
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
を
例
に
と
っ
て
、

ギ
リ
シ
ア
人
が
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（
巴
里
冨
邑
と
称
し
た
出
来
事
と
し
て
の
真
理

を
い
っ
そ
う
深
く
い
っ
そ
う
美
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
立
ち
い
る
余
裕
も

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

あ
ら
た
め
て
い
え
ば
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
は
精
神
科
学
の
方
法
論
と
し

て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
近
代
科
学
の
方
法
概
念
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

〈
妬
）

て
い
る
限
界
」
を
も
と
も
と
超
え
出
て
い
る
理
解
も
し
く
は
解
釈
の
現
象
を
、

方
法
概
念
に
よ
る
狭
隔
化
を
打
破
し
つ
つ
問
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
「
科
学

（
”
）

的
方
法
論
の
監
督
領
域
を
超
え
出
て
い
る
真
理
経
験
」
の
固
有
の
権
利
を
確
認

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
し
か
も
、
主
著
・
『
真
理
と
方
法
』
の
第
一
部
は
そ

（
羽
）

の
タ
イ
ト
ル
に
よ
る
と
、
「
芸
術
経
験
を
手
が
か
り
と
す
る
真
理
問
題
の
打
開
」

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
学
の
根
祇
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
の
思
想
」
が
あ
る

と
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
言
う
の
だ
が
、
そ
の
事
柄
の
お
お
よ
そ
の
形
は
右
の
こ
と
だ

け
か
ら
も
、
フ
か
が
、
う
こ
と
が
で
き
る
よ
言
フ
に
思
わ
れ
る
。

第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
は
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
お
よ
び
そ
の
解
釈
学
的

（
羽
）

意
義
」
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
す
ぐ
先
立
っ
て
ガ
ー
ダ
マ
ー
は

次
の
よ
、
フ
に
言
、
フ
。
「
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
経
験
に
問
い
か
け
る
の
は
、
そ
れ
が
お

の
れ
自
身
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

用
意
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
い
う
次
の
言
葉
の

具
体
的
な
意
味
を
お
お
よ
そ
な
が
ら
聴
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
ま
で
に

は
、
す
で
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
親
ん
だ
、
と
い
え
る
と
思
う
。
「
作
品
（
三
円
ご

（
妬
）

へ
と
ま
な
ざ
し
を
向
け
つ
つ
今
や
わ
れ
わ
れ
は
真
理
の
問
題
を
問
お
う
」
。
す

な
わ
ち
、
隠
さ
れ
て
い
た
事
柄
が
露
に
な
る
、
と
い
う
出
来
事
（
ア
レ
ー
テ
イ

ァ
）
が
作
動
愈
昌
君
①
房
附
ご
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
作
品
（
君
国
ご

に
目
を
向
け
つ
つ
真
理
を
問
お
、
フ
、
と
。

一
一
一
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で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
真
実
に
は
（
旨
三
面
言
言
邑
何
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
の
真
理
（
三
号
昌
凰
ｃ
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

（
鋤
）

に
関
し
て
で
あ
る
」
。
そ
し
て
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
形
而
上
学

の
自
己
理
解
に
反
対
し
つ
つ
、
そ
れ
が
真
実
に
は
何
で
あ
る
か
と
問
う
た
の
と

同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
更
に
続
け
る
。
「
経
験
す
る
者
を
変
え
ず
に
は
お
か
な
い

の
が
真
の
経
験
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
芸
術
経
験
の
う
ち
で
こ
れ
が
作
動

（
鋤
）

愈
昌
雪
①
房
陥
ご
し
て
い
る
の
を
確
か
め
よ
う
」
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ど
こ
か
に
あ
る
〃
芸
術
作
品
〃
な
る
も
の
の
前
に
立
っ

て
み
よ
言
う
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
こ
こ
で
は
っ

き
り
と
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
自
覚
し
て
い
な
い
の

な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
あ
の
言

葉
が
こ
こ
に
響
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
の
で
あ
る
・
そ
う
で
あ
る
以
上
、

右
の
言
葉
は
次
の
よ
、
フ
に
聴
き
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方

を
変
貌
さ
せ
る
出
来
事
、
す
な
わ
ち
真
の
経
験
が
特
に
際
立
っ
て
起
っ
て
い
る

現
場
が
と
り
も
な
お
さ
ず
作
品
（
君
閂
ご
で
あ
る
。
だ
か
ら
ど
こ
か
ほ
か
の
と

こ
ろ
に
で
は
な
く
、
芸
術
経
験
自
体
の
う
ち
に
真
理
の
出
来
事
を
確
か
め
よ
う

、
ン
」
Ｏ

芸
術
経
験
に
関
し
て
、
真
理
が
論
じ
ら
れ
、
理
解
や
認
識
が
問
題
に
な
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
全
く
独
自
の
意
味
で
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論

（
犯
）

が
こ
の
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
に
は
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
み
た
こ
と
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
が
、
Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
が
先
に
ふ
れ
た
箇
所
で
難
じ
て

い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
ミ
メ
ー
シ
ス
美
学
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
実
体
論
的

（
羽
）

形
而
上
学
」
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
摸
像
、
摸
写
を
介

し
て
の
真
な
る
原
像
の
認
識
、
と
い
う
ふ
う
な
あ
り
き
た
り
の
思
想
が
語
ら
れ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・
ヤ
ウ
ス
が
み
る
の
と
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
、
「
実
体
論
的

形
而
上
学
」
の
基
本
的
な
諸
概
念
、
つ
ま
り
、
自
明
な
も
の
と
し
て
通
用
し
て

い
る
真
理
や
認
識
に
つ
い
て
の
先
入
見
を
動
揺
せ
し
め
、
こ
れ
ら
諸
概
念
の
も

と
に
踞
跨
し
て
い
る
理
解
の
現
象
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
捉
え
か
え
す
こ
と
が

意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
形
而
上
学
」

の
根
本
的
な
批
判
、
克
服
が
直
接
に
ね
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
は
い
え
な
い
に
し

て
も
。右

の
よ
う
な
誤
解
が
生
ず
る
の
に
関
し
て
は
む
ろ
ん
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る

は
ず
だ
が
、
直
接
に
は
そ
れ
は
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
自
体

に
は
ら
ま
れ
て
い
る
奇
妙
な
二
義
性
に
も
と
め
ら
れ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
ひ

き
つ
づ
き
み
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
論
述
の
暖
昧
さ
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
れ
に
注
目
す
る
こ
と
が
こ
の
ま
ま
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の
性
格
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
意
味
で
の
本
質
的
な
二
義
性
で
あ

ブ
（
》
。

『
真
理
と
方
法
』
の
序
論
で
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
言
う
。
「
い
わ
ゆ
る
芸
術
学
が
行

な
、
フ
研
究
は
、
こ
こ
（
芸
術
経
験
の
場
）
で
は
じ
め
か
ら
自
覚
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
研
究
自
身
は
芸
術
経
験
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

ま
し
て
や
こ
れ
を
凌
駕
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
芸
術
作
品
の
も
と
で
は
、
他

の
仕
方
で
は
到
達
し
え
な
い
真
理
が
経
験
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
芸
術
の
哲
学

的
意
義
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
小
賢
し
い
ど
ん
な
理
屈
づ
け
に
も
屈
す
る
も

〈
弘
）

の
で
は
な
い
」
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

芸
術
の
力
の
前
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
は
貧
し
い
も
の
だ
、
な
ど

と
い
、
フ
あ
り
ふ
れ
た
思
想
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

こ
う
で
あ
る
。
芸
術
に
つ
い
て
の
学
問
研
究
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
努
め
た
と

七
四
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こ
ろ
で
芸
術
経
験
そ
の
も
の
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
美
学
を

批
判
し
つ
つ
論
ず
る
み
ず
か
ら
の
立
場
も
、
決
し
て
中
立
的
、
特
権
的
な
も
の

で
は
な
く
、
こ
れ
自
身
が
芸
術
作
品
の
も
と
で
の
真
理
経
験
に
お
い
て
は
じ
め

て
可
能
に
な
っ
た
立
場
、
こ
の
経
験
を
決
し
て
凌
駕
で
き
な
い
立
場
に
ほ
か
な

ら
な
い
、
こ
の
よ
、
フ
な
自
覚
が
こ
こ
で
併
せ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別

な
言
葉
で
い
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
な
さ

れ
て
い
る
美
学
批
判
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
主
観
主
義
化
」
さ
れ
た

近
代
科
学
と
し
て
の
美
学
全
体
に
対
す
る
批
判
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
る
と

（
調
）

「
美
学
的
次
元
の
超
出
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
解
釈
学
を
構
想
す
る
ガ
ー
ダ

マ
ー
の
意
図
の
方
か
ら
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
主
体
的
に
投
企
す
る
批
判
で

あ
る
。
し
か
し
他
面
か
ら
み
れ
ば
、
も
し
く
は
、
彼
の
批
判
を
可
能
に
し
て
い

る
根
本
の
事
柄
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
他
の
い
か
な
る
も
の
も
そ
れ
に

取
っ
て
代
わ
り
え
な
い
芸
術
経
験
に
お
け
る
出
来
事
、
す
な
わ
ち
「
超
出

言
国
易
圃
ｇ
島
①
日
長
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
義
的
な
性
格
は
次
の
「
芸
術

作
品
の
存
在
論
」
の
章
で
否
応
な
く
露
に
な
る
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
、
遊
び
窃
凰
里
）
の
現
象

（
妬
）

を
「
導
き
の
糸
」
と
し
て
芸
術
経
験
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
理
解
を
解
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
を
い
う
だ
け
な
ら
ば
事
柄
を
か
え
っ
て

暖
昧
に
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
注
意
深
く
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

一
見
そ
、
フ
思
わ
れ
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

遊
び
の
現
象
に
よ
っ
て
芸
術
経
験
が
解
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
美
学
の
領
域
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演

じ
て
き
た
遊
び
の
概
念
を
出
発
点
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
肝
腎
な
こ
と
は
、

こ
れ
が
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
主
観
的
な
意
味
か
ら
こ
の
概
念
を
切
り
離
す

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

（
師
）

こ
と
だ
」
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
こ
そ
が
近
代
の
美
学
全
体
を
支
配
し
て
き
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。
と
こ
ろ
で
、
主
観
（
主
体
）
の
反
省
に
お
い
て
把
握

さ
れ
た
遊
び
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
主
観
的
な
意
味
」
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
「
芸

術
作
品
の
存
在
論
」
の
手
が
か
り
と
し
て
役
立
ち
う
る
新
し
い
遊
び
の
概
念
を

獲
得
す
る
た
め
に
い
か
に
す
べ
き
か
。
子
供
の
事
実
的
な
遊
戯
や
ゲ
ー
ム
を
観

察
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
ガ
ー
ダ
マ
ー
自
身
の
遊
び
の
体
験
を
引
き
合
い

に
出
す
こ
と
で
も
な
い
。
奇
妙
な
循
環
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
ガ
ー
ダ
マ
ー

に
よ
れ
ば
、
主
観
主
義
か
ら
の
こ
の
態
度
変
更
を
惹
き
起
す
も
の
は
ふ
た
た
び

芸
術
経
験
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
、
フ
に
、
と
彼
は
こ
こ
で
言
う
。

芸
術
作
品
は
主
観
（
主
体
）
に
対
し
て
あ
る
対
象
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
当

の
者
を
変
貌
せ
し
め
る
経
験
に
な
る
点
に
こ
そ
、
芸
術
作
品
の
固
有
の
存
在
が

（
銘
）

あ
る
」
。
そ
し
て
す
ぐ
つ
づ
け
る
。
「
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
遊
び
の
存
在
様
式
が
意

（
調
）

義
深
い
も
の
と
な
る
点
で
あ
る
」
、
と
。

は
じ
め
に
み
た
よ
う
に
、
若
き
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
学
と
し
て
の
存
在
論

は
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
存
在
的
（
○
三
耐
呂
）
な
理
解
を
た
ん
に
廃
棄
す
る
も
の

で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
は
っ
き
り
と
取
り
上
げ
て
存
在
論

的
（
９
９
一
品
肘
呂
）
な
理
解
へ
と
解
釈
し
つ
つ
転
じ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
循
環
的

な
過
程
が
あ
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
精
神
科
学
の
方
法
論
の
レ
ヴ
ェ
ル

で
問
題
に
な
る
循
環
的
認
識
な
ど
で
は
な
い
。
彼
に
よ
る
と
、
理
解
ｌ
解
釈
の

こ
の
循
環
は
、
根
本
的
に
は
、
「
世
界
内
存
在
」
で
あ
る
人
間
存
在
の
本
質
的
な
あ

（
柵
）

り
方
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
現
存
在
の
実
存
論
的
な
先
行
構
造
そ
れ
自
体
」

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
ふ
れ
た
よ
う
に
、
存
在
論
を
具
体
的
に

「
投
企
」
す
る
当
の
現
存
在
は
あ
る
意
味
で
〃
主
体
的
″
に
こ
の
循
環
の
う
ち

に
入
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
ｌ
解
釈
が
本
質
的
に
循
環
的
で
あ

七
五
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る
か
ら
こ
そ
、
い
い
か
え
れ
ば
、
い
つ
い
か
な
る
場
合
に
も
先
行
的
な
理
解
の

自
明
性
の
、
う
ち
に
さ
し
あ
た
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
正
し
い

（
虹
）

仕
方
で
循
環
の
う
ち
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
が
「
決
定
的
に
大
切
」
な
の
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
学
の
眼
目
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
最
も
困
難
な
と
こ
ろ
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
「
正
し
い
仕
方
で
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
に
お
い
て
は
、
循
環
を
め
ぐ
る
事

情
は
次
の
点
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ

る
。
自
覚
的
、
主
体
的
な
「
投
企
」
に
先
立
っ
て
、
「
存
在
論
」
を
可
能
に
す
る

根
本
の
出
来
事
は
す
で
に
決
定
的
に
起
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
決

意
し
て
」
お
の
れ
の
「
本
来
の
」
可
能
性
に
立
ち
か
え
る
ま
で
も
な
く
、
人
を

「
変
貌
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
経
験
」
は
芸
術
作
品
の
も
と
で
作
動
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
常
識
的
な
理
解
が
崩
壊
し
そ
こ

に
思
い
が
け
な
い
新
し
い
理
解
が
生
じ
て
く
る
出
来
事
の
こ
と
を
、
つ
ま
り
、

真
理
経
験
の
こ
と
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
、
後
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
と
も
に
、
あ

ら
た
め
て
芸
術
経
験
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
正
し
い
仕
方
で
循
環
の
う
ち

に
入
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
難
問
は
す
で
に
突
破
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
あ
る
い
は
、
回
避
さ
れ
て
い
る
と
い
、
フ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

遊
び
を
「
導
き
の
糸
」
と
す
る
芸
術
作
品
の
存
在
論
的
解
明
の
結
び
と
し
て
、

多
岐
に
わ
た
る
議
論
の
末
に
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
ひ
と
つ
の
「
結
論
を
引
き
出
し
て
」

は
い
る
。
そ
し
て
、
「
己
胃
巽
堅
旨
ご
奥
表
現
）
も
し
く
は
崖
旦
藍
雪
目
嗅
上
演
）
」

は
芸
術
作
品
に
と
っ
て
決
し
て
偶
有
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
こ
こ
に
お
い
て
こ

（
蛇
）

そ
芸
術
作
品
は
本
来
の
そ
れ
自
身
と
し
て
成
就
す
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
美
的

〈
喝
）

存
在
の
固
有
の
時
間
性
」
を
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
結
論
」
と
称
さ
れ
て

い
る
に
し
て
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
ら
特
権
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

い
・
右
に
み
た
意
味
で
の
循
環
に
お
い
て
は
、
議
論
の
前
提
と
さ
れ
る
も
の
（
芸

術
経
験
）
は
論
証
の
た
ん
な
る
出
発
点
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
論
証
過
程
の
全

体
を
支
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
根
本
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
議
論

が
主
題
と
し
て
い
る
当
の
事
柄
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
「
結
論
」
と
い

え
ど
も
何
ら
最
終
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〃
出
発
点
〃
に
は
っ
き
り
と

立
ち
も
ど
る
た
め
の
と
り
あ
え
ず
の
足
場
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

逆
に
し
て
次
の
よ
う
に
い
、
フ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
出
発
点
に
お
か
れ
て
い
た

あ
の
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
「
芸
術
作
品
は
自
体
的
に
存
在
す
る
主
観
（
主
体
）
に

向
き
合
っ
て
立
つ
対
象
（
⑦
侭
ｇ
の
冨
呂
）
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
の
者

を
変
貌
せ
し
め
る
経
験
に
な
る
点
に
こ
そ
芸
術
作
品
の
固
有
の
存
在
が
あ
る
」

と
い
う
あ
の
理
解
は
そ
れ
自
身
す
で
に
作
品
の
存
在
論
に
お
い
て
可
能
に
な
っ

た
理
解
、
つ
ま
り
存
在
論
的
作
品
概
念
で
あ
る
、
と
。
「
結
論
」
の
方
か
ら
環
帰

し
た
出
発
点
で
あ
る
、
と
。

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
存
在
論
の
二
義
性
と
言
っ
た
が
、
た
ん

に
二
重
の
意
味
が
あ
る
と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
全
体
が
ひ
と
つ
の
動

的
な
円
環
（
国
鳥
里
）
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
動

臼
目
君
①
房
陥
冒
）
す
る
雲
の
房
は
、
お
の
れ
自
身
の
尾
で
あ
る
作
品

（
君
閏
ご
概
念
を
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念
は
、
お
の
れ

自
身
の
尾
で
あ
る
事
実
的
な
作
品
経
験
を
噛
ん
で
い
る
。

「
理
解
と
は
、
与
え
ら
れ
た
〃
対
象
″
に
対
す
る
主
観
（
主
体
）
の
ふ
る
ま

い
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
作
用
歴
史
に
、
す
な
わ
ち
理
解
さ
れ
る
も
の
の
存

四

七
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（
“
）

在
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
の
基
本
的
な
テ
ー
ゼ

で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
こ
の
言
葉
が
い
く
ら
か
で
も
具
体
的
な
内
実

を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
彼
の
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
を
検
討
す
る
過
程

に
お
い
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
用
歴
史
の
語
に
関
し
て
は
未

だ
暖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
が
今
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
右
の
テ
ー
ゼ
を
ほ
ぼ
次
の

よ
う
な
こ
と
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
本
質
に

つ
い
て
の
理
解
（
作
品
の
存
在
論
）
は
、
〃
芸
術
学
〃
研
究
者
の
主
体
的
な
理
解

行
為
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
理
解
さ
れ
る
も
の
の
存
在
に
、

す
な
わ
ち
、
歴
史
的
・
生
起
的
な
も
の
と
し
て
の
作
品
（
君
国
ご
に
帰
属
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
。

と
は
い
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
、
理
解
の
歴
史
性
が
こ
こ
で
概
念
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
「
近
代
科
学
の
方
法
概

念
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
限
界
」
を
超
え
出
て
い
る
と
こ
ろ
の
理
解
の
現

象
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
と
と
も
に
芸
術
経
験
に
関
し
て
垣
間
見
た
と
い
う
こ
と
で
し

か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
こ
の
段
階
に
お
い
て
言

蕾
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
の
ガ
ー
ダ

マ
ー
批
判
は
ひ
と
つ
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
テ
ク

ス
ト
「
受
容
」
の
歴
史
性
を
根
祇
に
お
く
文
学
研
究
を
主
張
す
る
ヤ
ウ
ス
は
、

ガ
ー
ダ
マ
ー
の
作
品
の
「
概
念
」
が
ガ
ー
ダ
マ
ー
自
身
の
「
作
用
歴
史
の
原
理
」

に
背
馳
す
る
と
言
っ
て
難
ず
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ガ
ー

ダ
マ
ー
の
作
品
（
乏
閏
丘
は
通
常
の
意
味
で
の
概
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
を
超
え
出
て
い
る
あ
る
出
来
事
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
か
ぎ
り

で
、
新
し
い
理
解
概
念
の
形
成
の
た
め
の
、
だ
か
ら
ま
た
作
用
歴
史
の
概
念
の

形
成
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
あ
る
根
本
的
な
事
柄
の
こ
と
で
あ
る
。

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

そ
れ
ゆ
え
に
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
作
品
（
君
閏
ご
を
「
作
用
歴
史
の
原
理
」
に
依

拠
し
て
批
判
す
る
の
は
倒
錯
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
情
は
逆
で

あ
っ
て
前
者
へ
の
あ
り
う
る
批
判
は
と
り
も
な
お
さ
ず
後
者
へ
の
、
す
な
わ
ち

作
用
歴
史
の
概
念
へ
の
根
本
的
な
批
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ

ブ
ハ
ロ
。

『
真
理
と
方
法
』
第
二
部
の
課
題
は
、
芸
術
経
験
に
お
い
て
垣
間
見
ら
れ
た

理
解
の
現
象
を
、
精
神
科
学
に
お
い
て
問
題
に
な
る
方
法
概
念
と
し
て
の
理
解

と
か
か
わ
ら
せ
、
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
新
た
な
理
解
概
念
を
形
成
し
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
い
方
を
借

〈
妬
）

り
れ
ば
、
伝
統
的
な
理
解
概
念
の
「
解
体
」
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー

の
論
述
は
こ
こ
で
も
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
幾
度
も
本
筋
を

見
失
い
そ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
は
じ
め
か
ら
の
問
題
を
い

ま
一
度
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
意
図
は

く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
生
起
（
⑦
閉
ｇ
ｇ
ｇ
）
と
し
て
の
理
解
を
そ
れ
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
理
解
に
つ
い
て
の
こ
の
新
し
い
理
解
、

す
な
わ
ち
彼
の
解
釈
学
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
生
起
的
（
需
胃
三
ｓ
三
ｓ
）

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
伝
統
的
な
理
解
概
念
を
「
解
体
」
し
て

の
新
し
い
概
念
の
確
立
が
、
も
し
主
体
的
な
〃
投
企
〃
と
い
う
ふ
う
な
性
格
の

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
解
の
歴
史
性
・
生
起
性
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
多
く
の

言
葉
が
費
や
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
す
べ
て
は
虚
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
押
え
た
、
う
え
で
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
伝
統
批
判
の
要
点

の
み
を
以
下
に
記
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
、
先
入
見
と
い

わ
れ
る
も
の
の
理
解
に
と
っ
て
の
積
極
的
な
意
義
の
忘
却
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
い
る
。

七
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ガ
ー
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
元
来
は
法
学
の
分
野
に
お
け
る
概
念
で
あ
る
先
入

見
三
日
昌
毎
ご
と
は
最
終
的
な
判
決
を
下
す
の
に
先
立
つ
予
備
的
な
決
定
、

〈
妬
）

す
な
わ
ち
予
先
決
定
（
く
日
ｇ
扇
呂
凰
自
信
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
純

に
否
定
的
な
意
義
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
、
根
拠
の
な
い
判
断
、

誤
っ
た
理
解
つ
ま
り
偏
見
の
意
味
で
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
啓
蒙
主
義

〈
仰
）

（
シ
昌
匡
弩
匡
長
）
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
宗
教
批
判
以
後
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

疑
い
を
は
さ
む
余
地
が
あ
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
か
す
か
な
余

地
で
あ
る
、
７
と
も
こ
れ
を
い
っ
さ
い
判
断
の
根
拠
に
し
な
い
こ
と
、
デ
カ
ル
ト

の
理
念
に
従
っ
て
こ
の
こ
と
を
第
一
の
格
率
と
す
る
啓
蒙
主
義
が
、
前
も
っ
て

の
理
解
と
し
て
の
先
入
見
の
概
念
の
信
用
を
決
定
的
に
失
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
主
義
の
こ
の
基
本
的
な
態
度
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
、
「
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
ミ
ュ

〈
岨
）

ト
ス
の
克
服
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
式
を

転
倒
さ
せ
て
、
ロ
ゴ
ス
を
去
っ
て
ミ
ュ
ト
ス
ヘ
、
と
い
、
フ
モ
ッ
ト
ー
を
掲
げ
る

の
が
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
啓
蒙
主
義
的
、
理
性
主

義
的
な
思
考
様
式
を
相
対
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
徹
底
化

す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
啓
蒙
主
義
の
根
本
前
提
で
あ
る
右
の

抽
象
的
な
対
立
図
式
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
う
え
で
、
た
だ
そ
の
両
項
の
価

（
⑱
）

値
符
号
を
転
倒
さ
せ
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
想
潮
流
に

乗
っ
て
登
場
し
て
く
る
広
い
意
味
で
の
歴
史
主
義
的
言
厨
さ
『
厨
呂
）
な
思
考
様

式
の
問
題
に
こ
れ
を
置
き
移
し
て
言
う
と
、
過
去
の
時
代
を
現
在
の
価
値
基
準

（
合
理
主
義
）
か
ら
し
て
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
内
在

す
る
固
有
の
価
値
を
そ
れ
に
即
し
て
理
解
す
べ
し
、
と
い
う
の
が
こ
れ
の
根
本

的
な
考
え
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
と
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
言
う
。
「
理
性
か
ら
み
て

荒
唐
無
稽
な
伝
承
は
…
…
過
去
の
表
象
様
式
へ
と
湖
行
し
て
の
み
理
解
さ
れ
う

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

（
卵
）る

」
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
啓
蒙
主
義
が
確
定
し
た
こ
と
な
の
で
あ

る
。
右
の
歴
史
主
義
の
格
率
は
、
実
は
、
啓
蒙
主
義
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
例
外
的
な
状
況
に
お
け
る
こ
れ
の
身
の
処
し
方
を
一
般
化
さ
せ

た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
い
う
の
は
結
局
こ
う
い

う
こ
と
に
な
る
・
先
入
見
の
廃
棄
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
「
過
去
の
表
象
様
式
」

へ
の
よ
り
純
粋
な
湖
行
と
い
う
形
で
歴
史
主
義
的
な
意
識
に
お
い
て
い
っ
そ
う

強
く
働
い
て
い
る
、
と
。

自
然
科
学
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
確
立
さ
れ
る
べ
き
精
神
科
学
を
い

わ
ゆ
る
生
の
哲
学
の
立
場
か
ら
基
礎
づ
け
る
べ
く
苦
闘
し
た
の
デ
ィ
ル
タ
イ
で

あ
る
が
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
批
判
し
て
言
っ
て
い
る
。
「
認
識
論

的
デ
カ
ル
ト
主
義
が
彼
を
呪
縛
し
て
い
る
」
た
め
に
「
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て

（
副
）

は
歴
史
的
経
験
の
歴
史
性
は
真
に
規
定
的
な
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と
。
こ

れ
も
ま
た
刺
激
的
な
指
摘
で
あ
る
が
や
は
り
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
批
判
の
意
味
は
、
と
り
あ
え
ず
い
え
ば
こ
う
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
精
神
的
な
生
」
の
「
客
観
的
な
把
握
」
に
つ
い
て
の
理
論
、
す
な
わ

ち
解
釈
学
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
「
文
字
に
よ
っ
て
固
定

（
記
）

さ
れ
た
生
の
表
示
の
理
解
の
技
術
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
す
で
に
う
か
が

え
る
よ
う
に
、
自
然
認
識
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
生
の
理
解
の
独
自
性
の
強
調
に

（
認
）

も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
他
方
、
「
ロ
マ
ン
主
義
的
恋
意
」
へ
の
彼
の
敵
対
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
啓
蒙
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
対
立
そ
れ
自
体
を
可
能
に
し
て
い
る

あ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
根
本
前
提
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
自
由
で
は
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
先
入
見
に
つ
い
て
の
啓
蒙
主
義
の
先
入
見
は
こ
こ
で
も
気
づ
か

れ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
る
、
と
。

本
筋
に
も
ど
る
と
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
意
図
は
、
こ
の
強
固
な
伝
統
を
そ
れ
と
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（
弱
）

ひ
き
つ
づ
い
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
「
理
解
の
条
件
と
し
て
の
先
入
見
」
を
「
古

（
髄
）

典
的
な
も
の
と
い
う
範
例
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
は
こ
こ
で
の
議
論
を
と
り
あ
げ
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
古
典
概

念
を
批
判
す
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
に
関
し
て
、

し
て
示
し
つ
つ
、
理
解
に
と
っ
て
の
先
入
見
一
般
の
積
極
的
な
意
義
を
露
に
し

て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
手
が
か
り
に
さ
れ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
解
明
し
て
い
る
存
在
論
的
な
意
味
で
の
循
環
構

造
、
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
本
質
的
な
理
解
の
先
行
構
造

（
別
）

（
く
日
巽
昌
毒
員
）
で
あ
る
。
し
か
し
い
、
フ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
分
析
論
自
体
が

理
解
に
と
っ
て
の
先
入
見
の
積
極
的
な
意
義
を
す
で
に
十
全
に
露
に
し
て
い

る
、
と
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
、
フ

理
解
の
循
環
の
問
題
に
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
そ
の
代
り
に
、
冒
頭
で

み
た
二
つ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
・
ひ
と
つ
は
、
若
き
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
解
釈
学
が
陥
っ
た
あ
の
ア
ポ
リ
ア
の
こ
と
、
そ
し
て
ふ
た
つ
に
は
、
後
期
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
転
回
の
思
想
」
が
「
解
釈
学
の
問
題
を
本
来
の
そ
れ
自
身
へ

と
解
放
す
る
」
と
い
う
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
次

の
課
題
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
先
行
構
造
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
手
が
か
り
に
す
る

に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
、
と
い
、
う
こ
と
、

も
っ
と
直
裁
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
、
理
解
を

規
定
す
る
先
入
見
は
ど
の
よ
う
に
力
を
揮
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ガ
ー

ダ
マ
ー
自
身
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

五

ガ
ー
ダ
マ
ー
の
い
う
作
品
（
乏
閏
ど
の
特
別
の
意
味
で
の
二
義
性
に
注
目
し
て

き
た
の
で
、
ヤ
ウ
ス
が
す
る
よ
う
に
無
造
作
に
古
典
概
念
を
云
云
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
用
心
し
て
読
み
直
し
て
み
る
が
、
こ
の
箇
所
で
古
典
の
概
念
は
む

ろ
ん
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
自
体
の
た
め
に
で
は
な
い
。

む
し
ろ
伝
統
的
な
古
典
概
念
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
れ
を
規
定
し
つ
つ
超
え
出
し

て
い
る
あ
る
事
柄
を
、
概
念
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
な
の
で
あ

る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
こ
の
概
念
の
い
く
つ
か
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
見
た

、
う
え
で
次
の
よ
、
フ
に
言
っ
て
い
る
。
「
古
典
的
な
も
の
は
時
代
概
念
よ
り
以
上
の

も
の
、
三
巽
○
房
呂
な
様
式
概
念
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
い

て
決
し
て
超
歴
史
的
（
与
閏
需
閂
冨
呂
藍
呂
）
な
価
値
観
念
と
は
み
な
さ
れ
え

な
い
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
故
に
、
古
典
的
な
も
の
は
真
に
歴
史
的
（
生
起
的
）
な

（
師
）

カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
つ
づ
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
表
示
」
さ

（
記
）

れ
て
い
る
の
は
「
歴
史
的
（
生
起
的
）
な
存
在
自
体
の
あ
る
際
立
っ
た
様
式
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
。
そ
し
て
そ
の
事
柄
を
真
理
（
三
号
弓
異
）
の
同
族
語
を

用
い
て
更
に
言
い
か
え
る
。
「
真
な
る
も
の
帝
言
三
号
蔚
巴
を
ｌ
常
に
新
た

に
確
証
（
閃
①
言
讐
昌
信
）
し
つ
つ
ｌ
存
在
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
保
持

（
弱
）

（
団
①
弓
筈
目
邑
四
、
と
い
、
フ
歴
史
的
（
生
起
的
）
遂
行
」
を
「
表
示
」
し
て
い
る

の
だ
、
と
。
一
言
で
い
え
ば
、
「
古
典
的
な
も
の
ａ
閉
塞
閉
凰
胃
言
）
」
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
は
じ
め
に
見
た
生
起
（
⑦
隅
ｇ
ｇ
ｇ
）
と
し
て
の
真
理
に
き
わ
め
て

ち
か
い
あ
る
事
柄
を
言
い
表
わ
す
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
し
あ
た
っ
て
は

次
の
よ
う
に
く
だ
い
て
解
し
て
お
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。

過
去
の
時
代
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
を
読
む
者
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
、
三
里
日
‐

耐
呂
な
態
度
で
過
去
に
対
す
る
研
究
者
と
言
語
資
料
と
の
関
係
に
か
ぎ
ら
れ

な
い
。
読
む
者
の
そ
の
思
考
様
式
に
テ
ク
ス
ト
が
異
議
を
と
な
え
、
こ
れ
を
突
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き
崩
し
つ
つ
そ
こ
に
思
い
が
け
な
い
理
解
の
地
平
を
開
く
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま

り
読
者
に
と
っ
て
真
の
意
味
で
の
経
験
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
他
面
か
ら
い
え

ば
、
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
ま
で
の
対
象
的
な
あ
り
方
、
言
語
資
料
と
し
て
の
あ
り

方
を
去
っ
て
、
読
者
の
変
貌
を
惹
き
起
す
も
の
と
し
て
新
し
く
生
れ
か
わ
る
こ

と
が
あ
る
。
伝
統
的
な
古
典
概
念
の
う
ち
に
も
か
す
か
な
が
ら
今
な
お
響
い
て

い
る
こ
う
し
た
力
動
的
、
生
起
的
な
契
機
を
指
し
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
「
古
典

的
な
も
の
」
と
い
っ
て
い
る
、
と
。

「
古
典
的
な
も
の
」
が
理
解
も
し
く
は
先
人
見
の
概
念
の
捉
え
か
え
し
に
関

与
す
る
事
情
を
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
す
ぐ
つ
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を

み
る
前
に
、
⑦
隅
９
門
三
の
と
国
耐
さ
国
の
に
関
す
る
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
独
特
の
用

語
法
を
一
瞥
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ

か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
語
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
た
だ
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
、
不

即
不
離
の
二
つ
の
事
柄
を
言
い
表
わ
す
も
の
と
し
て
ふ
た
た
び
関
連
さ
せ
ら
れ

る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
（
⑦
＄
９
月
三
色

に
関
す
る
知
（
三
房
ｇ
）
が
雲
里
○
国
①
で
あ
る
の
だ
が
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

ガ
ー
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
主
義
的
な
考
え
方
に
お
い
て
は
両
者
は
抽
象
的

に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
客
観
的
な
認
識
対
象
と
し

て
の
過
去
の
〃
事
実
〃
で
あ
る
歴
史
が
、
純
粋
な
主
体
の
ふ
る
ま
い
（
目
巨
邑
と

し
て
の
知
（
困
耐
さ
国
①
）
に
対
し
て
あ
る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
こ
の
対
立
も
し
く
は

分
裂
を
不
毛
な
も
の
と
み
て
、
歴
史
に
つ
い
て
の
知
は
い
つ
も
す
で
に
歴
史
自

体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
そ
の
か
ぎ
り
で
困
重
日
肘

は
本
質
的
に
歴
史
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
同
じ
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
歴
史

は
た
ん
に
認
識
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
認
識
を
規
定
す
る
も
の
で
も
あ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

る
、
つ
ま
り
そ
の
意
味
で
真
に
生
起
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
用
語
法
を
た
だ
確
認
す
る
だ
け
の
つ
も
り
で
、
わ
れ
わ
れ

は
す
で
に
先
廻
り
し
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
（
⑦
の
閂
三
ｇ
‐

話
）
と
困
肘
さ
国
①
の
こ
の
意
味
で
の
切
り
離
し
え
な
い
結
び
つ
き
を
露
に
す
る

も
の
こ
そ
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
古
典
的
な
も
の
と
い
う
範
例
」
だ
か
ら

で
あ
る
。

右
の
引
用
箇
所
に
直
接
に
つ
づ
け
て
言
わ
れ
て
い
る
。
「
何
か
あ
る
も
の
が
古

典
的
で
あ
る
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
の
は
価
値
の
判
断
（
雪
国
言
耳
皇
）
に
よ
る
の

だ
が
、
三
里
目
耐
呂
な
思
考
様
式
は
こ
れ
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
人

に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
留
日
厨
呂
な
反
省
に
よ
っ
て
、
ま
た

歴
史
過
程
の
目
的
論
的
構
成
の
一
切
に
対
し
て
な
さ
れ
る
そ
の
批
判
に
よ
っ

て
、
こ
の
価
値
の
判
断
は
現
実
に
解
体
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
こ
れ

〈
帥
）

は
全
く
実
情
に
合
わ
な
い
」
。
事
実
は
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
と
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
つ

づ
け
る
。
「
古
典
的
な
も
の
と
い
う
概
念
に
含
意
さ
れ
て
い
る
価
値
の
判
断
は
、

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
批
判
に
直
面
し
て
こ
そ
新
た
な
そ
れ
に
固
有
の
資
格
認
定

を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
豆
里
○
房
呂
な
批
判
に
抗
し
て
持
ち
堪

え
る
も
の
こ
そ
古
典
的
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
の
支
配
力
（
困
閏
弓

胃
冨
逵
は
…
…
亘
留
日
耐
昌
な
反
省
の
一
切
に
先
ん
じ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

（
団
）

反
省
に
お
い
て
自
己
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。

先
に
み
た
こ
と
と
関
わ
ら
せ
て
い
い
か
え
れ
ば
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

る
。
概
念
と
し
て
透
明
な
も
の
に
し
た
う
え
で
、
た
と
え
ば
純
粋
な
様
式
概
念

に
鋳
造
し
な
お
し
た
う
え
で
古
典
の
語
を
使
用
せ
ん
と
す
る
理
性
主
義
的
な
思

考
様
式
は
、
古
典
の
含
意
と
し
て
の
「
価
値
の
判
断
」
を
、
認
識
す
る
側
の
〃
先

入
見
″
と
み
な
し
て
こ
れ
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
試
み
は
し
か
し
成
功

八
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し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
〃
先
入
見
〃
の
方
が
そ
れ
を
批
判
す
る
三
里
日
涜
呂

な
意
識
よ
り
も
か
え
っ
て
優
位
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
際
に
明
ら
か

に
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
古
典
が
ま
さ
し
く
古
典
で
あ
る
の
は
、
ほ
か
で
も

な
く
、
現
在
た
だ
今
の
「
真
理
」
と
し
て
生
起
し
て
い
る
あ
の
力
動
的
な
「
歴

史
的
遂
行
」
の
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。
三
里
日
厨
呂
な
反
省
は
こ
の
理
解
の
出
来

事
を
い
つ
も
事
後
的
に
、
前
も
っ
て
言
員
）
の
理
解
と
し
て
見
出
す
ほ
か
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
反
省
は
、
先
入
見
（
く
日
日
扇
ｇ
を
通
ず
る
以
外
に
、

お
の
れ
の
対
象
．
〃
古
典
″
を
も
ち
え
な
い
。
結
局
、
三
里
日
尉
ｇ
な
反
省
は
、

そ
れ
が
深
め
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
お
の
れ
が
歴
史
・
生
起
（
⑦
＄
９
月
茸
巴

に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
思
想
史
上
の
歴
史
主
義
（
国
厨
さ
房
目
易
）
の
こ
と
が
こ
こ
で
直

接
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
解
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の

議
論
は
ま
さ
に
三
輿
日
涜
呂
な
意
味
で
事
実
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
三
里
日
厨
呂
な
意
識
と
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
に

お
い
て
際
立
っ
た
形
で
現
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
は
か
ぎ
ら
れ
な
い

近
代
に
特
有
の
基
本
的
な
意
識
態
度
、
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
に
か
か
わ
る
と

こ
ろ
の
本
質
的
に
時
間
に
制
約
さ
れ
て
い
る
諸
事
象
を
特
に
そ
れ
と
し
て
認
識

対
象
と
な
し
、
そ
れ
を
知
（
国
尉
さ
国
①
）
と
し
て
確
保
し
よ
う
と
い
う
態
度
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
こ
れ
は
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
と
称
さ

れ
る
諸
学
科
の
す
べ
て
の
基
礎
に
あ
る
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
ら
を
そ
も
そ
も
可

能
に
し
て
い
る
根
本
的
な
志
向
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
が
こ
こ
で
批

判
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
論
じ
る
者
が
そ
の
当
の
志

向
性
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
な
ど
と
い
、
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
い
や
は
っ
き

り
言
う
と
、
三
里
日
肘
呂
な
意
識
と
は
、
最
も
直
接
的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
研
究
者

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

と
し
て
出
発
し
て
い
る
ガ
ー
ダ
マ
ー
自
身
の
意
識
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
解
釈

学
の
巨
匠
・
ガ
ー
ダ
マ
ー
と
い
う
観
念
は
す
で
に
常
識
に
な
り
か
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
解
釈
学
の
生
成
の
現
場
に
立
ち
合
お
う
と
す
る
と
き
に
は
、
結

果
の
方
か
ら
の
こ
、
フ
し
た
照
り
返
し
は
か
え
っ
て
妨
げ
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が

こ
こ
で
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
験
概

念
を
問
題
に
し
つ
つ
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
言
っ
て
い
る
次
の
よ
、
フ
な
言
葉
で
あ
る
。

経
験
と
は
そ
も
そ
も
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
期
待
が
砕
か

（
塊
）

れ
る
こ
と
こ
そ
本
来
の
意
味
で
の
経
験
な
の
だ
、
と
。
「
古
典
的
な
も
の
と
い
う

範
例
」
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
古
典
学
者
で
あ
る
ひ
と
り
の
国
耐
．

ざ
風
穴
円
が
「
古
典
的
な
も
の
」
に
お
い
て
嘗
め
る
経
験
な
の
で
あ
る
。

「
範
例
（
団
囚
９
重
）
」
と
い
う
言
い
方
に
疑
問
が
あ
れ
ば
一
言
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
理
解
の
条
件
と
し
て
の
先
入
見
」
を
説
明
す
る
た
め
の

ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
が
〃
古
典
″
だ
、
な
ど
と
い
う
意
味
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
・

先
入
見
の
現
実
の
働
き
と
し
て
の
言
葉
（
智
巨
）
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
論

（
解
釈
学
）
の
成
立
に
も
先
行
し
て
、
「
古
典
的
な
も
の
」
の
も
と
ｅ
ｇ
で
作

動
し
て
い
る
の
が
す
で
に
見
て
と
れ
る
、
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
表
示
す
る
の

が
「
範
例
（
閃
凰
‐
呂
重
）
」
の
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、

早
く
も
こ
の
箇
所
の
結
び
と
し
て
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
一
般
的
な
形
式
で
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
理
解
は
そ
れ
自
体
す
で
に
主
観
性
の
行
為
と
は
み
な
さ

れ
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
過
去
と
現
在
と
が
不
断
に
媒
介
し
あ
う
伝
承
の

（
侭
）

出
来
事
の
う
ち
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

八
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三
豊
日
厨
呂
な
意
識
は
先
入
見
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
よ
り
一
般
的
な
形

で
い
え
ば
、
意
識
は
歴
史
（
⑦
隅
９
月
三
色
の
作
用
に
規
定
さ
れ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
基
本
概
念
・
作
用
歴
史
意
識
の
す
ぐ
近
く
ま
で
た
ど
り
着

い
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
意
識
が
歴

史
的
で
あ
る
と
い
う
認
識
そ
れ
自
体
が
こ
の
概
念
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
た
こ
と
な
ら
ば
や
は
り
あ
る
意
味
で

常
識
に
す
ぎ
な
い
。
『
真
理
と
方
法
』
に
対
し
て
な
さ
れ
た
批
判
を
考
盧
し
つ
つ

そ
の
第
二
版
に
附
し
た
序
論
に
お
い
て
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
は
、
作
用
歴
史
意
識

ａ
閉
言
胃
言
長
紹
閉
９
房
寓
言
言
痔
言
晨
厨
の
言
）
の
概
念
は
二
義
的
で
あ

｛
“
）

る
、
と
は
っ
き
り
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
に
は
、
歴
史
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
意
識
の
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
み
ず
か
ら
が
そ

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
を
自
覚
し
て
い
る
意
識
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
こ
の
二
つ
を
段
階
的
な
も
の
と
考
え
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
作
用
に
規
定
さ
れ
て
い
る
意
識
が
次
の
段
階
で
そ

の
こ
と
を
反
省
の
、
う
ち
に
組
み
込
む
、
と
い
う
ふ
う
に
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
意
識
は
結
局
は
歴
史
を
克
服
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

歴
史
に
規
定
さ
れ
る
意
識
、
と
い
、
フ
言
い
方
も
そ
の
切
実
さ
を
失
う
こ
と
に
な

る
。
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
言
う
の
は
お
そ
ら
く
そ
れ
で
は
な
い
。

作
用
歴
史
が
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

て
い
る
。
歴
史
に
つ
い
て
の
反
省
を
ど
れ
だ
け
重
ね
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
反
省

と
し
て
完
結
す
る
こ
と
が
な
い
。
「
し
か
も
、
未
完
で
あ
る
と
は
、
反
省
に
欠
損

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

一
ハ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
歴
史
的
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ

れ
の
本
質
に
含
ま
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
存
在
す
る
と
は
、
自
己

知
（
盟
号
三
協
ｇ
）
の
う
ち
に
決
し
て
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

・
（
鮪
）

い
」
（
強
調
は
ガ
ー
ダ
マ
ー
）
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
知
の
思
想

が
こ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
、
フ
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
意
識
は
歴
史
的
に
生
成
す
る
も
の
で
は
あ

る
。
し
か
し
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
は

す
べ
て
透
明
な
も
の
に
な
り
「
概
念
」
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
は

絶
対
知
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
『
精
神
現
象
学
』
に
お
け
る
へ
Ｉ
ゲ
ル

の
特
徴
的
な
言
い
方
に
従
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
生
成
す
る
当
の
意
識
に
と
っ

て
こ
そ
は
、
お
の
れ
自
身
と
お
の
れ
の
新
し
い
対
象
が
い
か
に
「
生
起
す
る

（
需
胃
言
言
邑
」
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
起
も
し
く
は
歴
史
の
プ

ロ
セ
ス
の
終
局
ま
で
み
て
い
る
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
は
食
言
巨
易
）
」
、
そ
れ
が
「
当
の
意
識
の
い
わ
ば
背
後
で
進
行
し
て
い

（
髄
）

る
こ
と
」
が
透
け
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
思
想
も
、
ガ
ー
ダ

マ
ー
か
ら
み
て
、
結
局
は
反
省
へ
の
歴
史
の
解
消
で
あ
る
か
ぎ
り
で
真
の
意
味

で
の
歴
史
的
な
思
想
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
が
言
う

と
こ
ろ
の
自
己
知
と
し
て
完
結
す
る
こ
と
が
な
い
歴
史
意
識
と
は
何
か
。
彼
は

そ
れ
を
特
に
作
用
歴
史
意
識
と
称
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
た
ん
に
歴
史
意
識
で
な

い
の
で
あ
る
、
フ
か
。

ガ
ー
ダ
マ
ー
は
、
作
用
歴
史
の
作
用
（
乏
吋
言
晨
）
の
語
に
今
ま
さ
に
到
達

し
よ
う
と
し
て
、
理
解
す
る
意
識
お
よ
び
理
解
さ
れ
る
対
象
の
現
実
性
（
三
一
爵

（
師
）

Ｉ
言
壽
畏
）
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
問
題
は
語
呂
合
わ
せ
で
は

な
い
。
現
実
性
と
は
そ
れ
で
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
れ
に
近
づ
く
た
め
に
ガ
ー

八

二
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ダ
マ
ー
の
も
う
ひ
と
つ
の
言
葉
を
み
て
お
こ
う
と
思
う
。
「
何
ら
か
の
作
品
（
①
旨

雪
国
ご
」
が
後
世
に
い
わ
ば
引
き
ず
っ
て
い
る
影
響
（
作
用
）
の
跡
を
探
索
す

る
こ
と
が
作
用
歴
史
意
識
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
用
歴
史
意
識
と
は
む
し

（
鯛
）

ろ
「
作
品
ａ
閉
三
角
ご
そ
れ
自
身
の
意
識
な
の
で
あ
る
」
。
作
品
に
つ
い
て

の
意
識
で
は
な
く
、
作
品
自
身
の
も
の
で
あ
る
意
識
。
こ
と
さ
ら
に
神
秘
め
か

せ
た
言
い
方
に
き
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
の

言
う
意
味
に
お
い
て
作
品
（
雪
閏
ど
の
語
を
解
さ
な
い
で
、
常
識
的
な
理
解
を

そ
こ
に
持
ち
込
む
か
ぎ
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」
に
関
し
て
み
た
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
、
「
古
典
的

な
も
の
」
と
い
う
名
称
の
も
と
で
い
っ
そ
う
直
接
的
な
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
は
理
性
的
な
主
体
の
地
位
に
着
き
、
他
を
お
の
れ
に
と
っ

て
の
純
粋
な
対
象
（
客
体
）
の
位
置
に
お
こ
う
と
す
る
の
が
近
代
科
学
の
根
本

に
あ
る
意
識
態
度
で
あ
る
が
、
あ
る
事
柄
は
そ
う
し
た
対
象
の
身
分
に
置
か
れ

る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
に
は
っ
き
り
と
意
義
を
申
し
立
て
て
、

こ
の
意
識
を
自
足
し
安
定
し
た
主
体
と
し
て
の
地
位
か
ら
追
い
落
す
。
ほ
か
で

も
な
く
こ
の
働
き
の
た
め
に
そ
の
あ
る
事
柄
は
三
国
貢
作
品
）
と
称
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
雪
①
房
に
直
面
し
つ
づ
け
て
い
る
新
し
い
意

識
は
そ
れ
自
身
の
根
拠
を
お
の
れ
の
う
ち
に
も
た
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を

自
覚
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
純
粋
な
理
性
主
体
と
し
て
の
自
足
し
た
自
己

理
解
を
、
雪
の
異
の
経
験
に
お
い
て
打
ち
砕
か
れ
つ
つ
あ
る
も
の
が
ほ
か
で
も

な
く
こ
の
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
識
を
ま
さ
に
こ
れ
と
し
て
あ
ら
し
め

て
い
る
の
は
、
奇
妙
な
言
い
方
な
が
ら
、
意
識
に
と
っ
て
の
他
者
、
す
な
わ
ち

雲
①
島
な
の
で
あ
る
。
作
品
ａ
尉
言
閏
ご
そ
れ
自
身
の
も
の
で
あ
る
意
識
、

と
い
う
言
葉
は
こ
の
意
味
で
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
右
の
よ

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

う
な
事
情
を
一
言
で
表
現
す
る
と
し
た
ら
何
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
作
用
歴
史

意
識
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
作

用
（
君
胃
百
長
）
と
は
意
識
の
本
質
の
う
ち
に
喰
い
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
他

者
、
す
な
わ
ち
雪
①
島
の
現
実
性
（
君
時
宇
胃
壽
畏
）
を
表
示
す
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

「
ひ
と
が
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一

切
の
理
解
の
う
ち
に
は
作
用
歴
史
の
作
用
（
三
時
百
長
）
が
作
動
百
日
三
の
島

附
言
）
し
て
い
る
」
。
は
じ
め
に
注
目
し
た
あ
の
奇
妙
な
表
現
は
こ
こ
に
至
っ
て

よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
の
蹄
に
落
ち
る
。
理
解
は
す
べ
て
歴
史
的
で
あ
る
、
と
い

、
う
こ
と
を
廻
り
く
ど
く
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
己
知
（
聾
目
三
協
ｇ
）

の
う
ち
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
理
解
に
対
し
て
許
さ
な
い
あ
る
異
質
な
も

の
の
力
（
三
角
き
が
、
理
解
そ
れ
自
体
に
お
い
て
働
い
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て

い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
理
解
が
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す

る
言
侭
扁
獣
ｇ
）
み
ず
か
ら
の
立
場
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
歴
史
性
の
概
念

田
侭
国
ご
そ
の
も
の
も
何
ら
特
権
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
自
身
が
歴
史

的
で
あ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
に
お
い
て
、
一
切
の
理
解
が
歴
史
的
・
生
起

的
（
需
胃
三
号
藍
ｇ
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
の
れ
の
本
質
的
な
有
限
性
を
痛
切
に
自
覚
し
て
い
る
こ
の
意
識
の
固
有
の
出

自
が
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
作
品
（
君
国
ご
と
い
う
「
起
源
（
ご
尉
冒
目
四
」

が
こ
こ
に
露
呈
さ
れ
て
い
る
、
と
。

註

（
１
）
函
目
印
の
８
個
の
己
四
目
閂
”
三
号
号
妥
匡
呂
三
里
言
号
逸
．
、
閂
言
①
言
『
扁
少
員
冨
帰
．

月
毎
豆
己
ｍ
の
国
ご
弓
》
の
誤
少

八
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（
師
）
国
四
口
の
ｌ
の
①
日

（
船
）
号
己
．
の
．
宙
↑

（
別
）
函
四
口
の
Ｌ

（
弱
）
号
己
．
の

（
冊
）
号
昼
．
の

（
Ｗ
）
号
丘
．
の

（
開
）
号
昼
．
の

（
弱
）
号
昼
．
の

（
帥
）
吾
箆
．
の

（
例
）
号
己
．
の

（
舵
）
ざ
己
．
の

（
開
）
号
丘
．
の

（
“
）
ぎ
己
．
の

（
閃
）
号
己
．
の

（
師
）
の
、
三
弓
．

⑦
、
君
、
、
句
．
函
①
胆
堅
鈍

夛
［
四
』
邑
岸
の
『
戸
の
．
、
一

国
四
口
の
ｌ
の
①
ｏ
Ｈ
ｍ
の
四
・
画
日
①
列
ご
く
四
彦
吋
弓
の
詳
巨
ご
Ｑ
三
①
吾
○
・
①
》
の
．
国
認

国
四
口
の
ｌ
の
①
ｏ
Ｈ
ｍ
の
四
・
四
日
の
門

ウ
ロ
ボ
ロ
ス
と
し
て
の
解
釈
学
（
合
澤
賢
）

国
『
』
。

国
司
』
。

い
い
の
｛
・

画
言
吟
哺
。

〆
〆
園

】
の
』

国
の
や

国
司
』

画
『
骨

国
司
」

四
ｍ
ｍ

ご
『
の
『
穴
①
言
い
舅
国
ご
Ｎ
旨
い
国
畦
ご
ロ
①
目
星
ご
①
門
穴
①
輿
蜀
Ｈ
四
コ
丙
玲
匡
風
四
国
〕

ご
く
四
写
『
弓
①
諄
巨
ロ
・
雪
［
の
庁
言
○
・
の
四
四
つ
｛
｛

（
一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
）

八
五


