
デ
イ
ド
白
に
お
け
る

レ
ア
リ
ス
ム
の
理
論
と
そ
の
実
際

阪
　
　
　
本
　
　
　
　
　
登

　
　
　
　
　
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
一
方
、
小
説
は
思
想
の
伝
播
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
強
く
な
る
。
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
世
紀
の
思
想
家
達
は
、
改
変
し
よ
う
と
す
る
の
が
現
実
社
会
で
あ
っ
た
が

　
十
八
世
紀
に
は
理
想
的
人
間
像
と
し
て
自
然
的
人
聞
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
　
　
　
ら
、
そ
れ
は
実
社
会
に
取
材
し
た
リ
ア
ル
な
小
説
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

く
る
。
文
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
自
然
的
人
間
の
観
念
は
ル
ソ
ー
を
通
じ
て
ロ
　
　
　
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
1
5

マ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
途
を
、
デ
ィ
ド
ロ
を
通
じ
て
レ
ア
リ
ズ
ム
の
途
を
ひ
ら
い
た
　
　
　
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
（
一
六
八
九
－
一
七
六
一
）

と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
文
学
は
感
受
性
を
ぬ
い
て
は
語
る
こ
　
　
　
の
「
パ
メ
ラ
」
　
（
一
七
四
ご
仏
訳
）
「
ク
ラ
リ
ッ
サ
、
ハ
1
ロ
ー
」
　
（
一
七
五

と
は
で
き
ぬ
が
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
レ
ア
リ
ズ
ム
の
先
駆
的
作
家
と
い
え
る
　
　
　
一
仏
訳
）
等
の
小
説
が
フ
ラ
ン
ス
読
書
界
に
大
き
な
嵐
を
ひ
き
起
す
こ
と
＼
な

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
た
。
彼
の
小
説
は
退
屈
な
、
感
傷
的
な
作
晶
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス

　
デ
ィ
ド
ロ
が
「
小
説
で
も
っ
て
、
人
々
は
こ
れ
ま
で
架
空
の
軽
薄
な
事
件
の
　
　
　
に
こ
の
よ
う
な
感
動
を
与
え
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
な
る
当
時
の

組
合
せ
を
意
味
し
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
は
、
趣
味
に
と
っ
て
も
、
品
性
に
お
い
　
　
　
「
イ
ギ
リ
ス
熱
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
イ
ギ
リ
ス
書
簡
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

て
も
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
て
来
た
」
ー
と
書
い
て
い
る
ご
と
く
、
実
際
十
八
世
　
　
　
（
一
七
三
四
）
や
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
「
法
の
精
神
」
　
（
一
七
四
八
）
と
同

紀
に
い
た
る
ま
で
の
小
説
は
、
慰
め
、
気
暗
ら
し
と
い
う
要
素
が
強
か
っ
た
こ
　
　
　
じ
基
礎
、
当
時
の
絶
体
王
制
に
対
す
る
不
満
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
リ

と
は
否
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
十
八
世
紀
に
入
る
や
、
町
民
階
級
の
経
済
的
地
位
　
　
　
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
小
説
は
、
封
建
的
な
家
族
制
度
に
対
す
る
抗
議
で
あ
り
、
上

が
向
上
し
、
そ
の
意
識
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
自
分
達
、
町
民
階
級
の
生
活
を
　
　
　
流
階
級
の
道
徳
的
頽
廃
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
ブ
ル
ジ
コ
一
ア
家
庭

想
像
の
国
、
滑
稽
な
、
歪
め
ら
れ
た
形
に
お
い
て
ダ
は
な
く
、
正
当
に
描
い
た
　
　
　
の
美
徳
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
当
時
の
社
会
が
要
求
し
て
い
た
も
の

も
の
を
読
み
た
い
と
い
う
欲
求
が
生
じ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
っ
た
。
一
方
感
情
的
に
解
放
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
小
説
に
涙
を
求



ぬ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ズ
ム
の
理
論
の
発
展
と
実
除
を
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
も
う
一
つ
の
重
要
な
特
徴
、
そ
れ
は
、
リ
チ
ャ
！
ド
ソ
ン
の
感
情
的
な
誇
張

と
対
照
的
に
、
事
件
の
背
景
を
な
す
町
や
家
庭
の
細
や
か
な
描
写
を
あ
げ
う
る
　
　
　
　
註
ω
団
δ
o
q
o
紆
空
＆
帥
α
。
。
8
”
田
9
℃
一
訟
麟
号
・
勺
・
δ
。
。
沖

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
主
に
小
場
瀬
卓
三
著
「
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ア
リ
ズ
ム
研
究
序
説
」

　
今
ま
で
の
小
説
は
、
こ
う
い
っ
た
日
常
生
活
を
殆
ん
ど
描
か
ず
、
そ
れ
は
卑
　
　
．
　
　
　
（
日
本
評
論
社
）

俗
な
も
の
と
し
て
さ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
人
々
は
自
分
達
の
　
　
　
　
　
安
土
正
夫
リ
ア
リ
．
子
ム
文
学
に
お
け
る
デ
イ
ド
ロ
の
先
駆
的
意
義
に
つ

身
辺
雑
事
を
小
説
中
に
読
み
と
る
こ
と
に
新
し
い
魅
力
を
感
じ
始
め
た
の
で
あ
　
　
　
　
　
い
て
「
都
立
人
文
学
報
」
に
よ
っ
た
。

っ
た
。

　
リ
チ
ャ
！
ド
ソ
ン
の
影
響
は
す
で
に
、
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
！
に
あ
ら
わ
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
H

い
る
が
、
彼
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
の
は
、
ル
ソ
ー
と
デ
イ
ド
ロ
で
あ

　
　
ラ

っ
た
勉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ィ
ド
ロ
は
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
頒
」
の
始
め
に
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
小
説

　
し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
「
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
」
（
一
七
六
一
）
が
同
じ
よ
う
に
長
　
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
こ
の
著
者
は
、
諸
君
を
遠
い
国
へ
と

’
々
と
し
た
書
簡
体
小
説
で
あ
り
、
感
傷
的
な
説
教
臭
の
強
い
も
の
で
あ
る
の
に
　
　
は
こ
ん
で
行
く
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
諸
君
を
野
蛮
人
に
喰
わ
れ
る
よ
う
な
危
　
焉

、
対
し
、
デ
イ
ド
ロ
の
場
合
は
少
し
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
　
　
険
に
さ
ら
し
は
し
な
い
。
放
婚
者
の
怪
し
げ
な
場
所
に
と
じ
こ
も
る
こ
と
は
な

　
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
頒
」
　
（
一
七
六
一
）
の
中
で
、
熱
烈
に
こ
の
作
家
を
賞
讃
　
　
　
い
。
彼
は
決
し
て
お
と
ぎ
の
国
に
迷
い
こ
み
は
し
な
い
。
我
々
の
生
活
し
て
い

し
、
「
尼
僧
」
　
（
一
七
六
〇
）
は
そ
の
影
響
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
以
後
　
　
　
る
世
界
が
物
語
の
舞
台
な
の
で
あ
る
。
彼
の
ド
ラ
マ
の
内
容
は
真
実
で
あ
る
。

の
作
品
の
「
父
親
と
子
供
達
と
の
対
話
」
　
（
一
七
五
七
）
　
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
　
　
　
登
場
人
物
は
全
く
現
実
的
で
あ
る
。
そ
の
人
々
の
い
ろ
い
ろ
な
性
格
は
社
会
の

　
（
一
七
六
二
ー
一
七
七
三
）
「
こ
れ
は
物
語
で
は
な
い
」
　
（
一
七
七
三
）
「
運
　
　
　
さ
中
か
ら
と
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
そ
れ
ゐ
ー
の
事
件
は
す
べ
て
文
明

命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
（
一
七
七
三
）
と
な
る
と
、
こ
れ
と
は
ち
が
っ
た
様
相
を
示
　
　
　
国
の
風
俗
の
中
に
あ
る
。
彼
の
描
く
情
熱
は
、
私
が
自
己
の
中
に
感
ず
る
と
お

し
て
く
れ
る
。
リ
チ
ャ
！
ド
ソ
ン
よ
り
す
ぐ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
手
法
に
よ
る
近
　
　
り
の
も
の
で
あ
る
。
情
熱
を
動
か
す
も
の
は
私
と
同
じ
対
象
物
で
あ
り
、
そ
れ

代
的
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
影
響
を
　
　
　
は
私
が
そ
う
し
た
情
熱
と
し
て
認
め
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
。
彼

受
け
た
部
分
は
、
道
徳
的
説
教
は
別
と
し
て
、
特
に
レ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
に
お
　
　
　
の
登
場
人
物
の
失
敗
や
苦
悩
は
、
た
え
ず
私
を
お
び
や
か
し
て
い
る
も
の
と
同

い
て
団
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
私
に
、
私
を
と
り
ま
く
事
物
の
一
般
的
経
過
を

　
デ
イ
ド
ロ
の
文
学
論
は
、
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
頒
」
の
み
と
い
っ
て
よ
い
　
　
示
し
て
い
る
㍗
」

が
、
以
下
そ
れ
を
中
心
に
演
劇
論
、
及
び
絵
画
論
を
参
照
し
つ
＼
、
そ
の
レ
ア
　
　
　
こ
れ
は
新
し
い
十
八
世
紀
後
半
の
小
説
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
十
七
世
紀



と
は
異
な
る
新
し
い
人
間
像
の
形
成
を
示
す
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
問
　
　
と
し
た
事
情
や
ら
、
簡
潔
で
、
自
然
で
、
し
か
も
想
像
す
る
に
全
く
困
難
な
特

題
と
さ
れ
る
小
説
の
特
質
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
徴
を
ば
ら
ま
く
の
で
あ
る
。
彼
は
か
く
の
ご
と
く
に
し
て
、
雄
弁
と
詩
と
の
誇

　
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
ら
の
事
物
、
及
び
人
物
の
生
態
の
描
写
が
生
き
く
と
し
　
　
張
を
救
い
、
自
然
の
真
実
が
芸
術
の
幻
惑
を
お
、
い
か
く
し
、
一
見
矛
盾
し
た

た
迫
真
性
を
得
る
為
に
は
、
日
常
生
活
の
あ
り
ふ
れ
た
事
件
、
細
部
の
描
写
の
“
　
こ
の
二
つ
の
条
件
、
即
ち
歴
史
家
で
あ
る
と
同
時
に
詩
人
で
あ
り
、
誠
実
な
人

積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
同
じ
く
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
願
」
の
中
　
　
　
間
で
あ
る
と
同
時
に
嘘
つ
き
で
あ
る
と
い
う
条
件
を
満
足
さ
せ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

で
「
そ
れ
（
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
細
部
）
は
季
凡
だ
、
毎
日
見
て
い
る
こ
と
だ
　
　
　
う
『
」

と
諸
君
は
云
う
。
諸
君
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
毎
日
諸
君
の
眼
前
を
　
　
　
さ
ら
に
、
デ
で
ド
ロ
は
絵
画
の
例
を
用
い
て
理
想
的
な
顔
を
み
て
感
嘆
す
る

す
ぎ
去
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
が
、
諸
君
が
決
し
て
見
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
　
　
が
「
画
家
が
こ
の
顔
の
ひ
た
い
に
軽
い
切
傷
が
あ
り
、
一
方
の
こ
め
か
み
に
は

あ
る
。
…
…
表
情
を
持
た
ぬ
人
は
な
い
が
、
し
か
し
、
す
べ
て
の
表
情
が
決
し
　
　
い
ぼ
が
あ
り
、
下
唇
に
は
気
が
つ
か
ぬ
ほ
ど
の
か
す
か
な
傷
が
あ
る
こ
と
を
私

て
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
な
く
、
一
つ
の
顔
の
中
に
続
い
て
現
わ
れ
る
の
だ
。
　
　
　
に
示
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
間
、
理
想
的
な
顔
は
一
つ
の
省
像
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

偉
人
な
る
詩
人
、
偉
大
な
る
画
家
の
芸
術
は
、
諸
君
の
注
意
力
か
ら
、
　
る
㍗
」
即
ち
、
細
部
の
描
写
の
真
実
が
全
体
を
生
き
た
も
の
と
す
る
こ
と
を
述

の
が
れ
た
、
い
つ
の
間
に
か
す
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
事
情
を
諸
君
に
示
す
　
　
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ュ
　
ジ
ヨ
ノ

の
で
あ
る
。
…
・
：
（
読
者
の
）
真
実
感
を
ひ
き
起
す
の
は
、
こ
う
し
た
無
数
　
　
　
ー
デ
ィ
ド
ロ
は
、
自
然
の
模
倣
、
事
物
の
観
察
に
よ
る
真
実
、
又
、
事
物
の
積
　
1
7

の
小
さ
な
事
物
の
真
実
に
よ
る
こ
と
を
知
り
た
ま
え
、
・
：
…
魂
を
大
事
件
ゆ
強
　
　
　
み
重
ね
に
よ
る
真
実
の
追
求
と
云
う
が
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
は
我
々
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

烈
な
印
象
に
備
え
る
の
は
、
こ
れ
ら
全
て
、
細
部
の
真
実
な
る
の
で
あ
る
『
」
　
　
　
ま
く
事
実
を
そ
の
ま
㌧
に
並
列
的
に
描
写
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ユ
　
ジ
ヨ
ン

　
一
方
、
彼
は
「
ブ
ル
ボ
ン
ヌ
の
二
人
の
友
」
　
（
一
七
七
〇
）
の
終
り
で
、
　
　
　
か
。
は
た
し
て
そ
れ
が
文
学
に
お
け
る
真
実
感
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る

「
作
家
は
諸
君
に
関
心
を
持
た
せ
、
諸
君
の
心
を
動
か
し
、
心
を
と
ら
え
、
感
　
　
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
演
劇
、
文
学
の
実
作
者
と
し
て
、
又
「
サ
ロ

動
を
与
え
、
肌
を
ふ
る
わ
せ
、
涙
を
流
さ
せ
よ
う
と
思
う
。
が
、
そ
れ
は
雄
弁
　
　
　
ン
」
　
（
一
七
五
九
－
八
一
）
に
お
け
る
絵
画
批
評
に
筆
を
と
る
こ
と
に
よ
っ

と
詩
な
く
し
て
は
得
ら
れ
な
い
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
雄
弁
は
一
種
の
虚
偽
　
　
　
て
、
そ
れ
が
否
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
リ
ユ
　
ゆ
ン
ヨ
ノ

で
あ
り
、
又
詩
ほ
ど
真
実
感
に
反
す
，
る
も
の
は
な
い
。
双
方
と
も
、
誇
張
を
　
　
　
　
「
い
か
に
美
し
い
自
然
に
せ
よ
、
自
然
を
、
真
実
を
あ
ま
珍
に
も
模
倣
す
る
と

し
、
掛
値
を
し
、
拡
大
し
、
不
信
の
念
を
ひ
き
起
す
。
諸
君
を
あ
ざ
む
く
為
　
　
　
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
模
倣
に
は
ふ
み
と
団
ま
る
べ
き
限
界
が
あ
る
。
こ

に
、
こ
の
作
家
は
ど
う
い
う
手
段
を
と
る
か
。
…
…
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
で
あ
　
　
　
の
限
界
は
一
体
だ
れ
が
置
く
の
か
。
、
一
方
の
才
能
が
も
う
一
方
の
才
能
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ノ
サ
ノ
ア
も
　
　
　
　
　
ヨ

る
。
彼
は
自
分
の
物
語
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
諸
君
の
心
の
中
で
「
お
や
、
こ
　
　
を
侵
そ
う
と
し
な
い
良
識
で
あ
る
ー
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
真
実
と
は
、
事

れ
は
本
当
だ
。
こ
ん
な
こ
と
は
創
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
自
分
に
云
　
　
実
に
基
づ
い
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
然
と
社
会
の
真
実
を
作
品

い
き
か
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
事
物
の
本
質
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
ま
ご
ま
9
　
の
上
に
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
は
そ
の
模
倣
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
再
構
成
を



作
者
に
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
、
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
「
自
然
の
再
生
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
う
ま
ぐ
た
く
み
に
、
で
あ
　
㌧

　
文
学
者
は
単
に
受
身
に
外
部
の
見
せ
か
け
を
観
察
す
る
ば
か
り
で
満
足
す
べ
　
　
る
。
た
と
え
自
然
の
厳
密
な
模
倣
が
芸
術
を
誤
っ
た
わ
ざ
と
ら
し
い
も
の
に
し

き
で
は
な
く
、
構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
理
性
的
で
あ
る
と
　
　
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
陵
れ
は
芸
術
を
貧
粥
で
、
こ
せ
こ
せ
し
た
、

同
時
に
非
常
な
璽
解
の
持
主
で
あ
っ
た
か
ら
・
彼
の
認
識
は
喋
讐
そ
の
　
し
み
っ
た
れ
も
の
に
し
て
し
ま
う
⑲
」
と
も
云
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
．

基
礎
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
感
性
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
は
受
け
入
れ
　
　
　
デ
ィ
ド
ロ
が
細
部
の
描
写
の
種
み
重
ね
に
よ
る
真
実
感
の
表
現
を
め
ざ
し
た

な
い
。
し
か
し
、
感
性
の
受
け
人
れ
る
ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
は
な
く
、
理
性
　
　
の
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
李
板
に
落
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
っ
て
い

が
そ
れ
を
統
一
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
認
識
の
根
本
で
あ
る
。
そ
れ
故
　
　
　
る
の
で
あ
る
。
　
「
真
実
は
し
ば
し
ば
素
気
な
く
、
あ
り
ふ
れ
て
挙
板
で
あ

に
デ
ィ
ト
ロ
は
「
芸
術
は
自
燃
が
そ
の
結
果
の
連
鎖
を
我
々
の
眠
か
ら
隠
す
狡
　
　
　
る
。
」
…
…
し
か
し
「
真
実
に
は
興
味
を
そ
そ
る
鋭
い
面
が
彦
。
」
・
…
．
．
「
天

猜
な
万
法
ま
で
も
模
倣
す
る
畑
」
と
云
う
が
、
そ
の
連
鎖
を
芸
術
家
は
発
見
　
　
才
を
持
っ
て
い
れ
ば
そ
う
い
う
面
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
照
L
熱
烈
な
感
情

し
、
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
デ
ィ
ド
　
　
の
持
主
で
あ
る
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
、
芸
術
は
人
々
を
感
動
さ
せ
る
も
の
で
な

・
ロ
に
と
っ
て
模
倣
と
は
自
然
の
原
因
と
結
果
の
隠
れ
た
連
鎖
の
べ
ー
ル
を
は
ぐ
　
　
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
と
で
あ
っ
て
、
芸
術
作
品
と
は
自
然
の
表
面
的
な
ひ
き
う
つ
し
で
は
な
く
、
　
　
　
　
そ
れ
で
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
真
実
で
あ
り
、
興
味
を
そ
＼
る
も
の
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

そ
の
連
鎖
の
認
識
の
過
程
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
最
も
力
強
い
自
然
0
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
模
倣
す
べ
き
　
⑱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
又
「
自
然
界
に
あ
っ
て
は
事
件
の
連
鎖
は
し
ば
し
ば
我
々
の
眼
か
ら
の
が
れ
　
　
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
の
場
合
「
趣
味
と
は
経
験
を
く
り
返
す
こ
と
に

去
っ
て
お
り
、
事
物
の
全
体
を
認
識
で
き
な
い
で
、
我
々
は
事
物
の
事
実
の
中
　
　
よ
っ
て
、
真
、
あ
る
い
は
善
を
、
そ
れ
ら
を
美
化
す
る
情
況
と
共
に
、
す
ば
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

に
宿
命
的
な
同
時
的
併
存
を
見
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
詩
人
は
そ
の
作
品
の
全
　
　
　
く
と
ら
え
る
能
力
で
あ
っ
た
α
」
か
ら
、
模
倣
と
は
、
こ
の
趣
味
に
よ
っ
て
対

機
構
の
中
に
あ
っ
て
、
明
白
で
感
知
し
う
る
連
関
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
し
　
　
象
で
あ
る
自
然
に
選
択
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
模
倣
と
は
、
ま
ず
選
択
な
の

た
が
っ
て
詩
人
は
歴
史
家
よ
り
真
実
で
な
い
が
、
し
か
も
よ
り
真
実
ら
し
く
見
　
　
　
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ド
ロ
の
レ
ア
リ
ズ
ム
は
、
細
部
の
真
実
の
把
握
を
意
味
は
す

　
　
の

え
る
賢
」
と
い
う
。
こ
れ
は
自
然
の
真
実
と
文
学
の
真
実
の
差
異
を
正
確
に
示
　
　
　
る
が
、
だ
ら
だ
ら
し
た
日
常
性
の
追
求
を
意
味
し
な
い
。
細
部
の
真
実
は
あ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
の
コ
ユ
ヒ
コ
リ
ン
つ

し
つ
、
作
家
と
い
う
も
の
は
単
な
る
自
然
の
模
倣
に
堕
す
る
こ
と
な
く
、
創
作
　
　
ま
で
全
体
の
真
実
性
を
作
り
出
す
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は
な
い
と
考
え

す
る
と
い
う
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
　
　
　
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
は
叉
、
細
部
の
真
実

　
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
美
の
観
念
は
「
私
の
外
に
お
い
て
は
、
私
の
悟
性
の
中
　
　
　
が
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
文
学
作
品
の
真
実
感
を
示
す
次
の
こ
と
ば
と
一
致

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
関
係
の
観
念
を
よ
び
さ
ま
す
も
の
を
そ
の
内
に
も
つ
も
の
を
、
す
べ
て
美
と
　
　
　
す
る
。
「
歴
史
は
若
干
の
個
人
を
描
く
。
君
は
人
類
を
描
く
。
歴
史
は
若
千
の

よ
び
、
ま
た
私
に
関
し
て
は
、
こ
の
観
念
を
よ
び
さ
ま
す
も
の
を
す
べ
て
美
と
　
　
　
個
人
に
、
彼
等
が
言
い
も
せ
ず
、
行
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
言
わ
せ
、
行

　
　
の

よ
ぶ
㍗
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
せ
る
。
君
が
人
間
に
言
わ
せ
、
行
わ
せ
る
こ
之
は
す
べ
て
人
間
が
言
い
も



、
し
、
行
い
も
し
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
は
時
間
の
一
部
を
し
か
、
地
球
上
の
一
、
　
あ
が
っ
た
モ
デ
ル
に
従
い
制
作
す
る
の
で
あ
る
。

点
を
し
か
領
域
に
し
な
い
。
君
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
領
域
に
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
細
部
の
描
写
の
真
実
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
は
き
び

し
た
。
昔
も
、
今
も
、
未
来
も
、
常
に
同
一
で
あ
る
人
間
の
心
こ
そ
君
の
模
写
　
　
　
し
い
意
見
を
は
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
最
善
の
歴
史
実
で
さ
え
厳
し
い
批
評
を
加
え
ら
れ
＼
　
　
ち
、
「
同
じ
緑
色
の
葉
は
一
枚
も
な
い
α
」
の
で
あ
る
。
　
（
o
・
や
モ
ー
パ
ッ

ぼ
、
君
の
よ
う
に
そ
れ
に
堪
え
る
者
が
一
人
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
の
見
地
か
ら
　
　
　
サ
ン
の
小
説
論
）
イ
ン
ス
ピ
レ
！
シ
ョ
ン
の
唯
一
の
源
は
自
然
の
真
実
に
あ
っ

私
は
敢
て
言
お
う
。
し
ば
し
ば
歴
史
は
愚
劣
な
小
説
で
あ
る
が
、
君
の
い
っ
た
　
　
　
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

よ
う
な
小
説
は
優
れ
た
歴
史
で
あ
る
と
㌔
し
こ
の
言
葉
の
中
に
は
、
人
間
の
真
実
　
　
　
　
デ
ィ
ド
ロ
の
独
創
性
は
個
々
の
物
か
ら
普
遍
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
か

は
文
学
を
通
じ
て
こ
そ
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
、
十
九
世
紀
近
代
小
説
の
　
　
　
ら
再
び
個
々
の
物
に
帰
っ
て
現
実
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
あ
る
。
叉
デ
ィ
ド
ロ

先
駆
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
晩
年
の
「
断
想
」
　
（
℃
①
づ
ω
8
¢
　
　
は
こ
の
総
合
の
方
法
を
古
典
的
レ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
学
ん
で
い
る
。

犠
9
0
焦
①
の
）
に
お
け
る
次
の
こ
と
ば
は
、
彼
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
円
熟
を
示
す
　
　
　
「
逆
説
．
俳
優
に
つ
い
て
」
　
（
一
七
七
三
）
の
中
で
、
次
の
様
に
言
っ
て
い

も
の
で
あ
る
。
　
「
あ
な
た
の
対
象
を
自
然
の
太
陽
で
な
く
、
あ
な
た
の
太
陽
で
　
　
る
。
　
「
書
記
の
ビ
ヤ
ー
ル
は
一
個
の
偽
善
者
だ
。
ア
ベ
・
グ
リ
セ
ル
は
一
個
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

照
ら
せ
、
虹
の
弟
子
と
な
っ
て
そ
の
奴
隷
と
な
る
な
㌔
」
又
、
こ
の
こ
と
ば
は
　
　
偽
善
者
だ
。
し
か
し
彼
は
偽
善
者
一
般
で
は
な
い
。
金
融
家
ト
ワ
ナ
ー
ル
は
一

自
然
の
正
確
な
模
倣
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
た
だ
芸
術
作
品
　
　
　
個
の
守
銭
奴
だ
。
し
か
し
守
銭
奴
一
般
で
は
な
い
。
　
『
守
銭
奴
』
や
『
偽
善
　
1
9

は
、
作
者
と
自
然
の
弁
証
法
的
関
係
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
も
　
　
　
者
』
は
世
界
の
す
べ
て
の
ト
ワ
ナ
！
ル
、
す
べ
て
の
ア
ベ
・
グ
リ
ゼ
ル
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

の
で
あ
る
。
ト
ー
マ
の
い
う
ご
と
く
q
、
こ
の
こ
と
ば
は
デ
ィ
ド
ロ
が
レ
ア
リ
　
　
　
て
作
ら
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
彼
等
の
最
も
一
般
的
で
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
の
で
は
な
く
・
か
え
っ
て
デ
ィ
ド
　
　
　
て
、
何
某
の
正
確
な
省
像
で
は
な
い
G
」

　
ロ
の
レ
ア
リ
ズ
ム
が
円
熟
し
て
行
っ
た
こ
と
を
証
左
し
て
い
る
も
の
と
み
た
い
　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
レ
ア
リ
ス
ム
の
理
論
の
対
象
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
か
。
i
真
実
な
細
部
を
持
ち
、
し
か
も
李
板
な
描
写
に
堕
さ
ず
、
そ
の

　
　
こ
の
自
己
の
内
面
の
太
陽
と
は
、
は
じ
め
自
然
の
中
か
ら
、
あ
る
モ
デ
ル
を
　
　
細
部
の
複
雑
な
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
総
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
興
味
を
そ
そ
る
も

観
察
し
た
の
ち
、
そ
れ
で
も
っ
て
作
者
の
心
の
申
に
理
想
的
な
モ
テ
ル
を
作
り
　
　
の
ー
。

あ
げ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
（
理
想
的
モ
デ
ル
）
で
あ
る
。
　
「
こ
の
模
倣
の
モ
デ
ル
　
　
　
　
彼
は
演
劇
に
お
い
て
は
、
い
ま
～
で
の
喜
劇
と
悲
劇
と
の
中
間
に
位
す
る
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
メ
デ
ィ
コ
セ
リ
ュ
ユ
ズ
の

は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
作
者
の
魂
の
中
、
精
神
の
中
、
生
ぎ
く
し
た
想
　
の
様
式
「
真
面
目
な
喜
劇
O
」
を
提
唱
す
る
。
喜
劇
が
人
聞
の
滑
稽
さ
と

像
力
、
熱
の
あ
る
心
の
中
に
あ
る
。
だ
か
ら
外
部
的
モ
デ
ル
と
内
面
的
モ
デ
ル
　

悪
徳
を
そ
の
対
象
に
持
ち
、
悲
劇
が
偉
大
な
人
間
の
義
務
と
愛
情
の
葛
藤
、
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
緬
」
ま
ず
、
自
然
を
観
察
し
、
そ
れ
を
自
己
の
中
に
　
　
び
宮
廷
内
の
事
件
を
主
と
し
て
対
象
に
持
つ
の
に
対
し
、
彼
の
こ
の
「
真
面
目

固
定
し
、
そ
の
自
然
に
従
っ
て
理
想
の
モ
デ
ル
を
作
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
出
来
　
　
　
な
喜
劇
」
は
人
間
の
階
級
、
身
分
か
ら
来
る
義
務
を
描
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
，



の
で
あ
あ
る
。
「
人
は
し
ば
し
ば
宮
廷
で
非
常
に
面
白
い
事
件
が
起
っ
た
、
市
　
　
　
レ
ア
リ
ス
ト
た
る
面
目
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
う
か
。
．
．

井
で
ま
こ
と
に
悲
劇
的
な
事
件
が
起
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
喜
劇
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
　
　
じ

悲
劇
も
、
あ
ら
ゆ
る
身
　
分
に
属
し
て
い
る
と
い
う
結
論
が
生
ず
る
。
た
だ
王
　
　
　
〔
註
〕

侯
の
宮
殿
に
お
け
る
陽
気
さ
や
、
爆
笑
よ
り
も
、
苦
悩
や
涕
涙
は
臣
下
の
屋
根
の
　
　
　
　
　
ω
　
国
一
〇
ゆ
Q
。
伽
①
空
畠
母
山
ω
8
”
国
び
・
㌘
蝕
巴
①
・
勺
℃
・
δ
冶
～
ゆ
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

下
に
も
っ
と
も
し
ば
く
存
在
す
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
⑫
」
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
ω
　
　
　
　
訂
錠
゜
℃
°
δ
逡
゜

　
即
ち
「
こ
れ
ま
で
の
悲
劇
に
お
い
て
は
、
性
格
が
主
要
な
対
象
で
あ
っ
て
、
　
　
　
　
　
　
㈲
　
冨
゜
隣
U
o
爲
》
ヨ
δ
山
①
犀
己
H
げ
o
コ
昌
㊦
゜
ヒ
d
ま
！
℃
蚕
巴
①
、
℃
°
瞬
¶

　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
デ
イ
シ
ヨ
ン

身
分
は
単
に
附
随
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
馬
今
日
で
は
身
分
　
　
　
　
　
ω
　
　
　
　
ま
置
曳
謡
8

が
主
要
対
象
に
な
っ
て
、
性
格
は
附
随
的
な
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
　
〆
　
　
　
㈲
　
℃
母
巴
o
図
⑦
゜
・
霞
一
〇
8
日
仏
鰹
o
P
国
ぴ
゜
国
こ
始
゜
δ
U
Q
。
°

こ
れ
ま
で
人
々
は
、
一
般
に
性
格
を
め
だ
た
す
よ
う
な
、
い
ろ
ー
な
状
況
を
　
　
　
　
　
㈲
　
国
艮
器
ユ
①
p
の
g
。
弩
冨
誤
冨
Z
鉾
自
①
7
ヒ
ロ
ぽ
゜
℃
一
こ
漏
『
P

さ
が
し
求
め
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
。
し
か
し
、
作
品
の
基
礎
　
　
　
　
　
ω
　
U
o
冨
勺
o
傍
δ
臼
⇔
ヨ
餌
菖
ρ
崖
①
》
O
①
二
揖
o
°
。
』
°
函
曾
9
。
℃
°
・
図
゜

に
な
る
も
の
は
、
身
分
で
あ
り
、
そ
の
義
務
、
そ
の
困
惑
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
　
・
　
㈲
　
目
同
蝕
ま
伍
①
切
＄
∬
b
ご
皆
゜
℃
一
こ
℃
」
謁
α
゜

い
。
私
に
は
、
こ
の
財
源
は
性
格
の
財
源
よ
り
も
よ
り
豊
富
で
、
．
よ
り
広
く
、
　
　
　
　
　
㈲
　
ω
巴
o
昌
α
o
霜
α
N
°
O
＝
揖
o
ω
゜
『
菌
【
　
℃
も
鳶
゜

よ
り
有
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
姓
格
は
少
し
で
も
誇
張
さ
れ
、
ば
、
観
　
　
　
　
　
ω
　
冒
6
ρ
自
①
ω
一
①
男
9
ρ
富
一
一
。
。
審
゜
切
一
草
コ
こ
勺
・
δ
い
。
。
・
　
　
～
　
　
　
．
2
0

客
は
こ
れ
は
私
で
は
な
い
と
私
語
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
自
分
の
前
　
　
．
　
　
　
ω
　
ω
ロ
「
一
〇
司
出
。
。
Z
馨
舞
9
・
切
ま
・
勺
一
こ
℃
・
郎
ゆ
漕

で
演
ぜ
ら
れ
る
身
分
が
自
分
で
は
な
い
と
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
自
分
　
　
　
　
　
　
㈱
　
国
゜
。
紹
冨
゜
り
霞
一
①
℃
巴
韓
霞
①
嘲
空
9
℃
一
こ
℃
」
這
刈

の
義
務
を
見
誤
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
も
自
分
の
理
解
す
る
こ
と
を
　
　
　
　
　
⑱
　
蛍
£
Φ
飯
o
空
6
げ
p
。
巳
ω
o
戸
ヒ
d
一
ぴ
゜
コ
゜
℃
」
這
評

自
分
に
当
て
は
め
る
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
身
分
ほ
ど
我
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
　
　
　
　
．
0
0
　
℃
①
⇒
°
・
α
①
ω
融
鐙
9
＄
°
。
°
。
月
ご
冨
一
簿
旨
o
”
O
o
緒
く
お
の
゜
帥
゜
図
國
゜

い
る
も
の
は
な
く
、
叉
こ
れ
ほ
ど
我
々
に
興
味
を
起
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。
我
　
　
　
　
　
　
　
℃
。
。
S

々
は
社
会
に
お
い
て
そ
れ
ぐ
の
身
分
を
し
め
て
い
る
。
だ
が
我
々
は
あ
ら
ゆ
　
　
　
　
　
㈲
　
6
唐
臼
゜
冨
δ
旨
餌
9
缶
¢
旨
ρ
づ
一
の
ヨ
㊦
締
冒
密
『
9
℃
°
一
器
゜

る
身
分
の
人
間
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
…
…
身
分
は
性
格
と
同
じ
よ
う
な
対
　
　
　
　
　
　
㈲
　
℃
o
昌
。
・
σ
①
g
D
ユ
騨
曽
Ω
融
①
9
国
穿
》
の
怨
N
9
。
『
『
図
目
・
勺
・
薗
。
。
・

照
を
相
互
に
持
た
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
家
は
こ
れ
ら
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
　
　
　
　
　
・
　
6
ま
冨
H
竃
選
”
O
賃
9
。
窪
o
＜
一
ω
蝉
α
q
o
の
山
①
d
置
①
H
9
・
（
響
三
昌
）

　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
り

き
な
い
だ
ろ
う
か
弛
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
・
一
謬
・
．

　
即
ち
、
社
会
を
構
成
す
る
人
間
が
い
ろ
い
ろ
な
身
分
に
分
た
れ
て
い
る
と
い
　
　
゜
　
　
⑳
　
国
回
紹
⑦
島
c
D
男
皆
冨
a
ω
o
昌
゜
b
d
一
σ
矯
コ
こ
勺
甑
O
逡
゜

う
事
実
が
、
又
そ
れ
に
結
び
つ
く
利
害
が
、
人
間
の
諸
々
の
性
格
、
感
情
、
思
　
　
　
　
　
㈹
　
℃
碧
9
。
＾
皆
詔
の
自
冨
8
ヨ
瓜
息
9
°
ヒ
d
登
”
°
℃
国
こ
℃
二
〇
U
°
。
°

想
、
行
動
を
決
定
す
る
に
力
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
は
デ
ィ
ド
ロ
の
　
　
　
　
　
，
⑲
　
け
o
一
ρ
゜
剛
δ
雷
δ
臼
餌
日
魯
5
自
①
・
9
昌
・
自

、

、
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．
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§
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§
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蚕
§
ω
§
帖
§
鳶
’
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誌
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娩
ミ
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ミ
轟
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ミ
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馬
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肋
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邸
き
亀
慧
ミ
賊
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蕊
篭
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ぴ
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§
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⇔
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§
さ
　
卑
鴇
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§
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ぼ
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ω
導
曾
口
O
ω
巴
n
°
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○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
π
　
　
　
　
　
　
　
性
格
よ
り
も
環
境
q
を
描
く
こ
と
を
主
張
し
「
出
来
る
だ
け
象
徴
的
な
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
デ
ィ
ド
ロ
は
レ
ア
リ
ス
ム
の
理
論
に
お
い
て
は
卓
越
し
て
い
た
が
、
は
た
し
　
　
　
よ
り
も
、
現
実
の
人
間
を
愛
せ
よ
②
」
と
の
べ
て
い
る
の
に
、
彼
の
戯
曲
に
お

て
実
作
に
お
い
て
そ
の
理
論
が
充
分
生
か
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
い
て
は
心
理
的
現
実
性
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
。
環
境
は
弱
め
ら
れ
、
人
物
は

　
演
劇
に
お
い
て
は
「
演
劇
論
」
　
（
一
七
五
八
）
の
中
で
自
作
を
大
い
に
弁
　
　
　
象
徴
的
、
ア
レ
ゴ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
モ
ル
ネ
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、

護
し
て
い
る
が
、
彼
の
場
合
特
定
の
社
会
構
成
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
　
　
　
人
物
は
操
り
人
形
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

れ
の
階
級
や
、
身
分
、
職
業
の
本
質
を
具
体
的
に
究
明
し
て
は
い
な
い
で
、
理
、
　
　
　
コ
家
の
父
」
　
（
一
七
五
八
）
に
お
い
て
は
、
彼
は
現
実
の
い
き
た
利
害
関

想
的
で
は
あ
る
が
抽
象
的
な
道
徳
原
理
か
ら
帰
結
さ
れ
た
義
務
を
押
し
つ
け
た
　
　
係
と
、
r
抽
象
的
義
務
観
念
を
一
人
の
人
物
に
共
存
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
生
活
環

形
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
描
か
れ
る
身
分
の
性
格
を
生
硬
な
も
の
に
　
　
　
境
、
生
活
利
害
に
よ
っ
て
到
底
高
貴
な
性
格
、
美
し
い
感
情
を
持
た
ぬ
も
の
ま
　
2
1

し
て
い
る
。
現
実
の
息
吹
き
が
全
く
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
不
自
然
に
美
化
し
て
い
る
。
彼
は
性
格
と
身
分
及
び
そ
の
利
害
関
係
と
い
う

　
　
「
私
生
児
」
　
（
一
七
五
七
）
で
は
ド
ル
ヴ
ァ
ル
は
道
徳
的
な
人
物
で
あ
る
　
　
　
根
本
的
に
正
し
い
見
解
か
ら
出
発
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
身
分
と
利
害
の
内
容

が
、
そ
れ
が
何
に
起
因
す
る
の
か
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
が
抽
象
的
に
の
べ
ら
　
　
を
現
実
生
活
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
せ
ず
、
頭
の
中
で
作
り
上
け
た
感
が
強

れ
て
い
る
。
又
、
ド
ル
ヴ
ァ
ル
の
人
物
を
描
く
に
つ
い
て
も
抽
象
的
な
形
容
、
　
　
　
い
。
彼
が
現
実
生
活
か
ら
そ
の
題
材
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
作
品
は
す
べ
て
失

誇
張
し
た
形
容
が
多
く
み
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
敗
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
習
①
欝
搾
ぽ
一
・
。
8
α
9
口
ω
ω
曽
8
昌
く
臼
ω
四
臨
8
再
岱
き
ω
。
。
8
旨
巴
づ
窪
①
P
　
　
　
　
こ
の
失
敗
の
原
因
は
叉
彼
の
道
徳
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
腐

位
ヨ
o
ぎ
ω
　
租
、
一
一
づ
①
℃
舘
一
簿
号
冨
く
①
艮
口
　
〔
ー
〕
≧
o
話
く
o
鵠
　
　
敗
し
た
社
会
の
形
式
的
な
通
徳
に
対
し
て
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
道
徳
を
作
り

o
場
。
陰
δ
N
旺
け
ρ
＝
、
鵠
。
。
⑦
9
①
⇒
ω
臣
鋤
q
霞
巴
f
［
螢
⇔
瓢
詠
ミ
蝕
゜
・
①
俵
皿
o
捧
蹄
ω
霞
　
　
　
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
ル
ソ
！
や
デ
ィ
ド
ロ
で
あ
っ
た
が
、
一
般
的

ω
o
づ
≦
ω
9
α
q
①
゜
留
ω
《
2
図
冒
①
昌
9
。
δ
艮
山
①
、
．
騨
ミ
馬
簿
山
Φ
冨
§
ミ
q
§
、
°
　
　
に
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
芸
術
作
品
に
思
想
や
教
訓
を
持
ち
込
む
と
い
う
傾
向

ω
帥
く
o
祷
磐
巴
帥
自
⇒
簿
貸
§
越
“
蕊
§
博
蔵
ミ
＆
貯
・
曽
昌
岳
ω
8
霞
ω
山
⑦
く
o
昌
9
。
埠
　
　
が
あ
り
、
特
に
演
劇
は
悪
徳
に
せ
よ
美
徳
に
せ
よ
そ
の
影
響
力
は
大
き
な
も
の

b
ミ
瀞
恥
鳶
ミ
騨
　
O
、
蜂
9
搾
　
ロ
づ
　
①
昌
畠
帥
ぎ
①
ヨ
①
簿
　
飢
、
置
①
o
ω
　
亀
§
隷
鳶
物
　
曾
　
　
　
で
あ
っ
た
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
も
又
「
し
ば
し
ば
道
徳
上
の
根
本
問
題
を
劇
的
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

α
．
一
讐
鋤
α
q
⑦
ω
琶
§
瀞
貸
ミ
＄
℃
ρ
巳
8
目
巴
⑦
暮
　
、
．
ミ
鳳
§
§
簑
馨
遮
§
恥
o
け
　
　
為
の
激
烈
な
進
行
を
損
な
う
こ
と
な
く
舞
台
に
の
せ
よ
う
⑱
」
と
し
た
の
で
あ
’



る
。
　
（
ル
ソ
1
の
「
ダ
ラ
ン
・
べ
ー
ル
へ
の
手
紙
」
は
演
劇
に
お
い
て
は
彼
と
反
　
　
　
た
。
そ
れ
は
貴
族
的
悪
徳
に
対
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
十
八
世
紀
　
　
．

対
の
立
場
で
あ
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ア
リ
ス
ム
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
％
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
演

　
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
は
芸
術
は
単
に
事
物
の
認
識
の
過
程
を
示
す
も
の
で
な
　
　
　
劇
の
場
倉
は
ま
さ
に
こ
の
指
摘
に
適
応
す
る
。
登
場
人
物
は
否
定
的
で
あ
れ
肯

く
、
行
動
へ
の
志
向
を
人
々
に
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
充
　
　
定
的
で
あ
れ
、
善
徳
が
弁
証
法
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
生
活
の
複
雑
さ
を
あ
ら

分
我
々
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
し
て
い
な
い
。
あ
の
熱
狂
的
な
道
徳
熱
が
彼
の
レ
ァ
リ
ス
ム
を
押
え
つ
け
て

　
「
絵
画
論
」
　
（
一
七
六
五
）
の
中
の
一
節
は
彼
の
道
徳
観
の
一
面
を
示
す
も
」
　
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
「
美
徳
を
愛
す
べ
き
も
の
に
、
悪
徳
を
憎
む
べ
き
も
の
に
し
、
笑
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
「
サ
ロ
ン
」
　
（
一
七
六
三
i
八
一
）
に
執
筆
し
つ
つ
彼
の
レ

・
，
べ
き
も
の
を
目
立
た
せ
る
。
…
…
こ
れ
こ
そ
ペ
ン
、
画
筆
、
の
み
を
と
る
す
　
　
　
ア
リ
ス
ム
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
以
後
の
作
品
「
善
人
な
り
や
悪
人
な

べ
て
の
正
し
い
人
の
計
画
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
偉
大
に
し
て
美
し
き
行
為
　
　
り
や
」
　
（
一
七
七
〇
～
一
七
八
一
）
に
お
い
て
は
藁
．
イ
占
畷
ば
生
き
生
き
と
描

を
讃
え
永
久
の
も
の
と
し
、
不
運
に
も
ち
ょ
う
落
さ
せ
る
美
徳
に
栄
誉
を
与
　
　
か
れ
、
主
人
公
ア
ル
ド
ウ
ア
ン
は
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
こ
の
　
，

え
、
悪
徳
を
ち
ょ
う
落
せ
し
め
て
暴
君
を
恐
怖
せ
し
め
る
こ
と
が
芸
術
家
の
任
　
　
腐
敗
し
た
社
会
に
お
い
て
だ
れ
で
も
陰
謀
を
め
ぐ
ら
さ
ず
に
は
自
分
自
身
の
も

務
だ
。
・
…
－
フ
ァ
ナ
チ
ス
ム
の
血
に
ま
み
れ
た
光
景
を
私
の
前
に
展
開
せ
よ
。
こ
　
．
の
さ
え
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
及
び
不
道
徳
の
み
が
成
功
す
る

れ
ら
の
偽
善
の
説
教
者
か
ら
何
が
得
れ
る
か
を
主
権
者
と
人
民
に
教
え
よ
、
何
　
　
　
社
会
を
生
き
生
き
と
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
。
こ
の
舞
台
は
彼
が
出
入
し
て
い
　
2
2

が
故
に
芸
術
家
た
る
君
も
又
、
人
類
を
教
え
、
生
活
の
不
幸
を
慰
め
、
犯
罪
に
　
　
　
た
サ
ロ
ン
で
あ
っ
て
、
事
件
は
す
べ
て
自
分
の
身
の
ま
わ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た

後
讐
し
、
善
徳
に
報
償
を
与
え
る
人
々
の
間
に
席
を
し
め
よ
う
と
し
な
い
の
　
　
か
ら
、
抽
象
的
な
観
念
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
道
徳
的
・

　
の

か
㍗
」
彼
の
道
徳
観
は
単
に
こ
の
よ
う
な
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
美
徳
　
　
　
に
混
乱
し
た
時
代
に
お
け
る
善
悪
の
観
念
の
あ
い
ま
い
さ
を
示
し
て
く
れ
る
。

へ
の
熱
烈
な
傾
向
が
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
絵
画
批
評
は
た
い
は
い
的
な
ブ
！
シ
　
　
　
し
か
し
彼
は
自
然
の
研
究
か
ら
「
こ
の
洋
々
た
る
物
質
の
大
海
の
中
に
お
い

エ
を
認
め
ず
、
グ
ル
ー
ズ
の
道
徳
画
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
ベ
ル
ネ
の
写
実
的
な
絵
　
　
　
て
、
唯
一
の
分
子
と
い
え
ど
も
他
の
分
子
に
似
通
っ
て
い
な
い
、
一
瞬
と
い
え

を
愛
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
グ
ル
ー
ズ
の
絵
が
し
だ
い
に
道
徳
的
熱
狂
に
度
を
　
　
ど
も
自
分
自
身
と
同
一
の
分
子
は
存
在
し
な
い
ω
」
と
確
信
し
・
そ
こ
か
ら
文

す
ご
し
、
彼
の
構
図
か
ら
自
然
さ
を
失
っ
た
こ
と
を
正
当
に
「
我
々
の
画
家
は
　
　
学
に
お
い
て
も
芸
術
に
お
い
て
も
、
「
人
間
の
限
り
な
い
ニ
ュ
ァ
ン
ス
の
多
様

少
し
虚
栄
的
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
虚
栄
は
小
児
の
そ
れ
で
あ
る
⑮
」
と
指
摘
　
　
、
性
を
表
現
す
べ
き
こ
と
」
を
主
張
し
た
胸
古
典
主
義
の
人
間
観
が
理
性
に
縛
ら

し
て
い
る
が
、
彼
自
身
の
演
劇
に
お
い
て
は
や
は
り
グ
ル
ー
ズ
の
欠
陥
に
落
ち
　
　
　
れ
、
か
つ
そ
の
様
式
が
三
単
一
の
法
則
の
下
に
あ
る
舞
台
上
の
演
劇
で
あ
る
と

入
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
制
約
か
ら
は
、
新
し
く
勃
興
し
つ
～
あ
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！
の
持
っ
て

　
ル
セ
ル
ク
ル
は
「
十
八
世
紀
の
哲
学
者
は
当
時
の
ブ
ル
ジ
β
ア
ジ
ー
の
進
歩
　
　
　
い
た
ニ
ュ
ア
．
読
ズ
の
複
雑
さ
と
流
動
性
が
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
新
し

的
な
様
相
を
説
明
す
る
為
に
、
理
想
化
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
姿
を
与
え
　
、
．
い
様
式
と
し
て
世
間
が
要
求
し
て
い
た
も
の
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
っ
た
。
こ
の



よ
う
な
時
代
に
生
ま
れ
た
デ
ィ
ド
ロ
が
・
あ
れ
ほ
ど
卓
越
し
た
理
論
を
持
ち
な
　
　
　
（
一
七
七
二
）
と
い
っ
た
自
伝
的
な
作
品
は
勿
論
で
あ
る
が
、
「
こ
れ
は
物
語

が
ら
・
演
劇
の
制
作
に
お
い
て
失
敗
し
た
と
い
う
原
因
の
根
奈
こ
・
に
求
め
　
で
は
な
い
」
「
運
命
論
者
ジ
。
ツ
ク
」
の
申
の
挿
話
、
つ
フ
モ
あ
塑
は
、

ら
れ
る
・
小
説
の
制
作
に
お
い
て
こ
そ
・
彼
の
レ
ァ
リ
ス
ト
と
し
て
の
真
価
が
　
全
て
現
実
の
社
会
に
起
っ
た
葎
を
そ
の
題
材
と
し
て
持
っ
て
お
り
、
彼
の
本

存
す
る
と
い
え
よ
う
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
格
的
な
は
じ
め
て
の
小
説
で
あ
る
「
尼
僧
」
の
ご
と
き
、
リ
チ
．
ー
ド
ソ
、
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
ら
か
な
影
響
の
下
に
描
れ
た
、
感
傷
的
な
作
品
に
お
い
て
す
ら
実
話
を
潤
色

　
　
　
　
　
国
馨
冨
銘
o
昌
。
。
昌
一
①
国
冨
昌
9
θ
霞
o
こ
し
d
管
゜
℃
一
こ
℃
謁
呂
゜
　
　
　
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
地
方
で
実
際
に
起
っ
た
刑
事
事
件
を

註
⊥
纒
講
鵡
繋
動
蕪
，
灘
辮
継
誰
創
昭
剛
辮
雛

　
　
　
㈲
　
勺
①
旨
。
。
傷
窃
山
簿
9
げ
①
①
ω
O
①
薯
『
。
。
。
．
け
図
同
．
℃
．
。
。
ψ
糞
。
。
一
．
　
　
　
　
え
る
な
ら
ば
、
動
的
レ
ァ
リ
ス
ム
、
集
約
的
レ
ァ
リ
ス
ム
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

　
　
　
㈲
U
①
冨
B
ひ
ω
δ
α
弓
p
。
日
餌
ぼ
ρ
器
．
o
び
帥
℃
．
回
．
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
『
立
体
的
な
レ
ァ
リ
ス
ム
』
な

　
　
　
ω
　
国
。
。
ω
9
。
冨
㎝
霞
回
β
。
冨
旨
け
置
①
切
旨
・
霞
こ
℃
・
＝
。
。
糟
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
ω
巴
§
ユ
①
寒
α
凱
．
O
①
口
揖
①
の
．
稗
．
図
．
℃
ω
爵
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ド
ロ
に
お
い
て
は
、
環
境
を
描
く
場
合
、
た
だ
静
的
な
、
絵
画
的
な
写
　
2
3

　
　
　
㈲
　
甲
い
占
8
①
『
巳
①
”
U
鑓
①
．
9
0
二
①
閑
σ
巴
ω
旨
0
9
冥
o
q
8
冨
　
　
　
実
で
は
な
く
、
人
間
を
と
り
ま
く
諸
々
の
事
情
な
の
で
あ
る
。
彼
の
興
味
の
対

　
　
　
　
　
鎚
β
。
づ
ω
冨
ご
耳
警
p
。
ε
増
o
曾
　
図
函
①
ω
器
巳
o
（
富
℃
①
葛
①
㊦
　
　
　
象
は
、
特
に
人
間
及
び
そ
の
行
動
の
多
様
性
で
あ
っ
た
。
「
父
親
と
子
供
達
と
　
　
・

　
　
　
　
　
2
0
・
鴇
。
。
這
巳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
対
話
」
に
お
い
て
、
父
親
は
話
に
入
る
前
に
「
枕
が
下
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら

　
　
　
　
　
ω
　
男
Φ
〈
o
号
U
．
≧
o
ヨ
ぴ
o
博
・
匹
σ
・
コ
こ
℃
・
認
心
・
　
、
　
　
　
　
あ
げ
て
く
れ
」
と
娘
に
言
い
つ
つ
、
息
子
に
「
わ
し
の
部
屋
着
を
と
っ
て
く
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
、
足
が
火
で
焼
け
て
し
ま
い
そ
う
な
ん
だ
よ
G
」
と
い
う
。
話
の
最
中
に

　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
近
隣
の
人
が
出
入
り
し
た
り
、
そ
の
度
ご
と
に
会
話
は
脇
道
に
そ
れ
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
に
戻
っ
た
り
す
る
。

　
彼
は
決
し
て
想
像
だ
け
に
よ
る
物
語
は
筆
に
し
な
か
っ
た
。
常
に
現
実
の
社
　
　
　
彼
の
場
合
、
小
説
の
背
景
の
克
明
な
る
静
的
な
描
写
は
み
ら
れ
な
い
。
時
に

会
に
あ
っ
た
事
件
し
か
描
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
与
え
ら
れ
た
自
　
　
そ
れ
は
欠
如
で
す
引
あ
る
。
し
か
し
、
登
場
人
物
と
か
、
対
話
者
の
表
情
、
身
振

然
の
真
実
か
ら
出
発
す
る
が
、
そ
れ
に
潤
色
を
ほ
ど
こ
し
、
粉
飾
す
る
想
像
力
　
　
　
り
、
行
動
な
ど
は
実
に
精
細
に
、
生
き
ー
と
し
た
描
写
の
対
像
と
な
る
。
そ

を
持
ち
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
理
論
の
方
で
も
述
べ
た
と
う
り
で
あ
　
　
　
れ
ら
の
人
物
の
動
き
に
よ
っ
で
生
き
た
背
景
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
彼
の

る
。
「
父
親
と
子
供
達
と
の
対
話
に
」
「
古
い
部
屋
着
に
つ
い
て
の
愛
着
」
　
　
手
法
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
レ
ァ
リ
ス
ム
は
常
窯
動
い
て
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
も
の
を
通
じ
て
の
、
生
き
ノ
～
と
し
た
描
写
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
レ
ジ
ャ
ン
ス
の
静
的
な
描
写
は
な
い
が
、
そ
の
内
外
の
人
物
の
動
き
、
し
ぐ
さ

』
　

ｱ
の
理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
熱
烈
な
感
性
の
持
主
で
あ
る
人
物
は
、
ヴ
ィ
　
　
を
通
し
て
ヵ
フ
エ
の
様
子
は
我
々
の
頭
の
申
に
生
き
た
も
の
と
し
て
飛
び
込
ん

ヴ
ァ
ン
な
）
動
的
な
も
の
に
彼
の
心
情
は
動
か
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
一
運
命
論
　
　
　
で
く
る
。
彼
の
場
合
、
　
「
あ
る
効
果
を
描
く
と
い
う
こ
と
」
よ
り
「
こ
の
効
果

者
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
中
で
・
宿
屋
の
お
か
み
が
、
ラ
・
ボ
ム
レ
イ
夫
人
の
逸
話
を
　
、
、
を
作
り
出
す
q
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
事
態
の
真
実
に
何
ら
関
係
の
な
い
細
部

語
る
間
・
聞
き
手
は
時
折
半
畳
を
入
れ
た
り
、
自
分
の
感
情
を
さ
し
は
さ
ん
だ
　
　
　
の
事
情
を
だ
ら
《
＼
と
李
板
に
描
く
こ
と
は
排
除
さ
れ
、
真
に
本
質
的
な
細

り
す
る
一
方
・
話
の
途
中
で
番
頭
や
ら
、
主
人
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
呼
び
か
け
　
　
部
、
特
徴
的
な
も
の
を
、
簡
潔
に
、
正
確
に
模
倣
す
渇
こ
と
で
彼
の
世
界
を
作

ら
れ
る
こ
と
ば
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
お
か
み
さ
ん
、
五
号
室
の
勘
定
書
を
　
　
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

願
い
ま
す
。
－
暖
炉
の
上
の
隅
っ
こ
に
あ
る
か
ら
見
て
お
く
れ
」
と
か
、
叉
　
　
　
　
し
か
し
、
彼
が
描
写
力
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
書
簡
集
に

鍵
は
食
料
部
屋
の
柱
の
釘
に
か
㌧
っ
て
い
る
よ
と
か
、
樽
屋
が
来
れ
ば
地
下
室
　
　
　
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
相
手
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
る

に
案
内
す
る
よ
う
に
ω
・
と
い
う
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
り
、
そ
の
為
に
、
お
　
　
が
、
そ
の
よ
う
な
時
の
デ
ィ
ド
ロ
の
光
彩
あ
る
描
写
が
そ
の
証
拠
と
な
る
。

か
み
は
こ
度
ま
で
も
階
下
に
下
り
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
、
ジ
ャ
ッ
　
　
O
°
竃
9
。
団
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、
彼
が
背
景
を
描
く
の
は
、
彼
が
知
ら
な
か
っ

ク
と
彼
の
主
人
と
は
さ
～
や
か
な
小
話
を
は
じ
め
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
　
　
　
た
と
乙
ろ
、
又
は
少
く
と
も
い
ま
ま
で
に
知
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
や
っ
と
知

バ
ル
ザ
ッ
ク
風
の
部
屋
の
描
写
を
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宿
屋
の
内
　
　
　
っ
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
だ
と
、
そ
う
い
う
時
に
非
常
ら
感
動
を
う
け
て
描
く
の
　
2
4
・

部
は
そ
の
中
に
生
活
し
て
い
る
人
物
の
会
話
や
、
動
き
を
通
じ
て
立
体
的
な
　
　
　
で
あ
る
。
彼
の
レ
ァ
リ
ズ
ム
の
生
き
生
き
し
た
所
以
で
あ
る
。

剣
、
曳
ジ
賦
を
持
つ
の
で
あ
り
、
こ
㌧
に
又
我
々
は
時
間
の
生
き
ー
し
た
流
動
　
　
　
彼
は
物
語
を
書
い
た
人
物
と
読
者
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
置
か
な
か
っ
た

性
を
感
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
場
合
、
静
的
描
写
で
は
な
く
て
、
映
画
的
　
　
　
か
に
見
え
る
。
彼
の
描
く
背
景
は
作
者
と
同
じ
く
、
読
者
に
と
っ
て
も
親
し
い

描
写
な
の
で
あ
る
。
　
「
尼
僧
」
の
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
の
修
道
部
屋
が
描
写
き
れ
る
の
－
　
場
所
で
あ
っ
て
、
　
「
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
沖
で
、
．
作
者
が
読
者
に
「
読
者

は
・
彼
女
の
持
物
が
全
部
部
屋
か
ら
持
ち
出
さ
れ
て
、
部
屋
の
中
に
ポ
ロ
を
ま
　
　
諸
君
、
お
互
い
に
率
直
な
間
柄
で
す
か
ら
－
：
－
佑
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と

と
い
・
傷
つ
い
た
不
幸
な
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
し
か
残
っ
て
い
な
い
時
で
あ
り
、
そ
れ
　
　
　
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
我
々
が
登
場
人
物
と
同
席
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を

は
よ
り
感
動
的
に
、
印
象
的
に
描
く
た
め
で
あ
っ
た
。
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
に
お
　
　
う
け
る
の
は
、
彼
の
レ
ァ
リ
ズ
ム
の
特
色
で
あ
る
。

け
る
ヵ
フ
ェ
・
レ
ジ
ャ
ン
ス
の
背
景
描
写
が
な
さ
れ
る
の
は
、
ラ
モ
！
の
甥
が
　
　
　
彼
の
レ
ァ
リ
ズ
ム
の
対
象
は
、
特
に
人
間
の
復
雑
な
ニ
ュ
ァ
ン
ス
に
あ
る
こ

大
き
な
声
を
あ
げ
た
り
、
飛
跳
ね
た
り
、
四
つ
ん
ば
い
に
な
っ
た
り
、
い
ろ
い
　
　
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
尼
僧
」
に
お
い
て
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
身

　
う
な
身
振
り
を
す
る
時
・
表
の
通
行
入
が
立
ち
ど
ま
り
、
又
こ
の
申
で
将
棋
を
　
　
　
に
ふ
り
か
㌧
る
災
難
の
、
虐
待
の
傷
跡
、
身
振
り
、
表
情
の
明
暗
、
行
動
（
即

さ
し
て
い
る
暇
人
達
の
し
選
、
将
棋
を
や
め
た
り
、
ラ
ヤ
を
取
り
ま
い
た
　
ち
、
修
道
院
に
入
り
脱
走
す
る
ま
で
の
）
に
よ
っ
て
、
は
じ
捲
入
間
と
し
て

り
・
ラ
モ
ー
に
ビ
ー
ル
を
つ
い
で
や
っ
た
り
す
る
時
な
の
で
あ
る
。
ヵ
フ
エ
、
　
　
　
め
ぎ
め
た
女
性
の
自
由
の
問
題
を
描
い
て
い
る
。
特
に
彼
は
そ
れ
（
人
間
の
複



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
ざ
け

雑
な
ニ
ュ
ァ
ン
ス
）
を
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
に
お
い
て
徹
底
的
に
実
行
し
て
い
　
　
、
っ
た
つ
も
り
で
椅
子
に
ひ
っ
く
り
か
え
り
、
美
酒
に
あ
り
つ
い
た
様
子
を
舌
つ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
み
で
ま
ね
る
。
き
れ
い
な
女
の
首
を
抱
い
て
い
る
か
の
で
と
く
に
、
い
や
ら

作
者
は
こ
の
作
品
の
対
薯
・
『
彼
』
『
私
』
と
の
対
話
に
ケ
い
て
、
こ
ま
　
し
い
眼
差
し
を
す
る
畑
彼
は
こ
う
し
て
何
か
を
施
し
て
く
れ
る
人
に
は
こ
ん
な

や
か
な
観
察
を
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
、
ラ
モ
ー
の
表
情
、
身
振
り
、
　
　
し
ぐ
さ
で
人
の
気
嫌
を
と
り
む
す
ぶ
習
慣
が
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

動
作
を
細
心
の
注
意
で
も
っ
て
見
つ
め
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。
自
分
が
人
の
気
嫌
を
と
り
む
す
ん
だ
時
ば
か
り
か
、
他
人
が
い
っ
た
お
世

　
ラ
モ
γ
は
「
大
き
く
て
し
わ
の
よ
っ
た
額
・
燃
え
る
よ
う
な
頬
、
黒
く
て
こ
　
　
　
辞
や
ら
御
気
嫌
う
か
が
い
の
様
子
ま
で
そ
っ
く
り
ま
ね
て
し
ぐ
さ
を
す
る
。
こ

い
眉
毛
・
－
よ
く
さ
け
た
［
［
・
縁
の
太
い
唇
、
か
く
ば
っ
た
顔
を
持
っ
て
い
　
　
れ
を
作
者
は
実
に
克
明
に
動
き
の
中
に
と
ら
え
て
い
る
。

る
㈲
」
が
そ
れ
は
動
い
て
い
る
時
に
ま
す
ま
す
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
　
デ
ィ
ト
ロ
が
人
間
の
心
理
を
と
ら
え
る
時
、
人
物
の
表
情
、
し
ぐ
さ
、
動
き

ラ
モ
ー
は
金
持
に
頼
ま
れ
て
町
の
娘
を
誘
惑
し
た
こ
と
を
語
る
時
に
は
、
そ
の
　
　
の
中
に
心
理
の
反
映
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
彼
の
生
理
学
的
な
思
想
に

様
子
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
漬
技
し
ω
・
又
今
こ
う
し
て
ち
・
っ
び
り
自
尊
心
　
－
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
特
に
ヲ
プ
モ
あ
甥
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
性

を
持
っ
た
ば
か
り
に
・
女
主
人
か
ら
追
放
さ
れ
て
自
分
自
身
に
腹
が
立
ち
、
も
　
　
格
を
物
質
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
肉
体
を
生
き
た
も
の
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
の

し
許
し
て
下
さ
る
な
ら
ば
「
決
し
て
常
識
は
持
ち
ま
せ
ん
と
お
詑
び
す
る
の
　
　
　
で
あ
る
。
彼
が
描
く
肉
体
は
語
る
こ
と
ば
よ
り
も
雄
弁
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

に
」
と
愚
痴
る
時
に
は
、
涙
を
流
し
な
が
ら
顔
を
地
に
お
し
つ
け
て
、
ま
る
で
　
　
　
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
に
お
け
る
レ
ァ
リ
ズ
ム
は
、
　
2

そ
ば
に
女
主
人
が
い
る
か
の
よ
う
に
『
私
』
の
ス
リ
ッ
パ
を
つ
か
む
の
で
あ
　
　
　
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
古
典
的
手
法
に
学
ん
で
い
る
。
作
者
は
多
く
の

る
惣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
ラ
モ
ー
、
無
数
の
居
候
、
籍
問
者
を
観
察
し
て
、
そ
の
諸
々
の
特
徴
を
主
人
公

　
音
楽
を
語
る
時
に
は
、
今
の
み
じ
め
な
姿
を
見
出
し
て
、
叔
父
の
ラ
モ
！
の
　
　
に
集
約
し
て
い
る
。
　
（
ラ
モ
！
の
甥
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
ラ
モ
ー

よ
う
に
有
名
に
な
り
た
い
と
思
い
、
ま
る
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
演
奏
し
て
い
る
　
　
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
）
い
わ
ゆ
る
典
型
の
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
助

か
の
ご
と
く
右
腕
で
弓
の
運
動
を
ま
ね
、
左
腕
と
指
は
竿
に
そ
っ
て
動
き
ま
わ
　
　
　
又
古
典
劇
に
お
け
る
ご
と
く
、
主
入
公
を
危
機
に
お
い
て
と
ら
え
る
O
と
い

り
、
声
を
ふ
る
わ
せ
て
ア
レ
グ
ロ
を
歌
い
、
調
子
を
ま
ち
が
え
る
と
手
を
休
め
　
　
う
き
わ
め
て
密
度
の
濃
い
手
法
を
用
い
て
い
る
。
即
ち
、
ラ
モ
ー
は
庇
護
者
ユ

て
絃
の
調
子
を
高
め
た
り
、
低
め
た
り
す
る
…
…
そ
し
て
ゆ
る
や
か
な
演
奏
場
　
　
　
ス
の
所
で
そ
の
御
気
嫌
を
そ
こ
ね
た
の
で
、
舗
道
に
投
げ
出
さ
れ
、
一
文
な
し

面
に
来
る
と
こ
う
こ
つ
と
し
た
没
我
の
状
態
に
な
る
知
ピ
ア
ノ
の
時
に
は
彼
の
　
　
に
な
っ
た
瞬
聞
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
お
い
し
い
食
事
、
や
わ
ら
か

指
は
鍵
盤
の
高
音
部
か
ら
低
音
部
に
移
り
、
伴
奏
部
ま
で
ひ
く
の
で
あ
る
。
表
　
　
い
ベ
ッ
ト
、
酔
い
し
れ
る
酒
の
、
安
楽
な
生
活
を
一
瞬
に
し
て
失
い
、
乞
食
同

情
に
は
さ
ま
み
＼
な
情
熱
が
あ
ら
わ
れ
、
愛
情
、
憤
怒
、
快
楽
、
苦
悩
が
識
別
　
　
然
の
悲
惨
な
姿
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
時
彼
の
心
は
寄
食
生
活
へ
の

で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
緬
自
分
が
叔
父
ラ
モ
ー
で
あ
っ
た
ら
と
思
い
、
立
派
な
家
　
　
屈
辱
感
と
共
に
、
快
楽
の
思
い
出
が
わ
き
あ
が
り
、
居
候
、
お
べ
っ
か
使
い
の

に
い
る
様
子
を
ま
ね
て
は
腕
で
そ
の
広
さ
を
計
り
、
快
適
な
ベ
ッ
ト
に
横
に
な
　
　
身
分
を
羨
望
す
る
と
い
う
混
乱
し
た
実
に
復
雑
な
感
情
が
に
え
く
り
返
っ
て
い



る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
来
た
が
、
作
品
は
理
論
に
及
ば
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
人
間
の
流
動
性
と
ニ
ュ

　
最
後
に
彼
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
、
彼
独
特
の
対
話
が
持
つ
客
観
性
　
　
　
ア
ン
ス
の
多
様
さ
は
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

を
翻
げ
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
君
は
僕
が
獅
翻
σ
術
に
た
け
て
い
る
こ
と
を
知
っ
　
　
こ
に
デ
ィ
ド
ロ
の
先
駆
的
意
義
と
限
界
が
み
ら
れ
う
る
。
多
様
な
人
間
性
は
十

て
い
る
…
…
理
性
と
誠
実
は
小
さ
い
時
か
ら
両
親
が
僕
に
使
い
方
を
教
え
て
く
　
　
　
九
世
紀
の
作
家
達
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

れ
た
武
器
だ
。
僕
は
こ
の
武
器
を
他
人
の
た
め
に
も
、
僕
自
身
に
対
し
て
も
、

し
ば
し
ば
用
い
た
の
で
あ
る
鞠
」
対
話
と
い
う
よ
り
も
獅
謝
ど
い
う
べ
き
で
あ
　
・
　
　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ろ
う
が
、
作
品
に
お
い
て
は
会
話
、
対
話
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
面
　
　
　
．
（
じ
　
　
b
δ
凶
σ
゜
℃
ゴ
勺
゜
ま
9

的
に
独
断
的
に
な
る
こ
と
を
抑
え
る
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
常
に
物
事
の
表
　
　
　
　
　
§
　
　
馬
　
し
d
皆
゜
霊
゜
℃
°
勺
U
2
～
α
O
継
゜

裏
を
読
み
と
る
客
観
的
な
精
神
、
懐
疑
精
神
の
弁
証
法
な
の
で
あ
る
。
　
（
彼
の
　
　
　
　
　
（
°
。
）
旨
7
鼠
質
〇
二
曵
↓
①
ω
ぐ
一
゜
。
帥
映
。
。
励
号
U
凱
①
『
9
℃
二
゜
。
°
。
°

思
想
の
根
本
原
理
で
あ
る
）
彼
が
こ
の
対
話
形
式
を
用
い
た
の
は
「
だ
れ
か
が
　
　
　
　
　
（
幽
）
U
①
冨
勺
o
窃
δ
U
鑓
ヨ
纂
一
ρ
¢
①
゜
O
①
二
く
．
①
゜
。
°
酔
調
’
o
ず
拶
P
×

物
語
を
語
る
時
に
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
人
が
と
き
ぐ
話
し
手
に
質
問
し
　
　
　
　
　
（
㎝
）
冒
β
二
〇
、
冨
男
馨
拶
ご
。
，
8
・
ゆ
ま
・
コ
こ
勺
・
遷
『
・

、
て
物
語
が
中
断
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
私
は
、
こ
れ
か
ら
あ
　
　
　
　
　
（
①
）
Z
①
く
o
ロ
幽
o
男
◎
ヨ
㊦
9
⊆
哩
σ
℃
国
こ
℃
誌
゜
。
°
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
た
が
読
も
う
と
す
る
物
語
の
中
に
読
者
の
役
目
を
す
る
人
物
を
置
い
た
の
で
　
　
　
　
　
（
刈
）
　
　
H
窪
鮎
　
　
　
ヒ
d
　
9
コ
こ
℃
宝
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

あ
る
q
の
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
団
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
）
　
　
浮
置
　
　
一
　
宙
σ
・
国
こ
℃
島
。
。

　
　
「
運
命
論
者
ジ
㍗
ッ
ク
」
に
お
け
る
ラ
・
ポ
ム
レ
イ
夫
人
及
び
デ
・
ザ
ル
シ
　
　
　
　
　
（
㊤
）
　
　
同
σ
崔
　
ー
　
　
ヒ
d
皆
・
℃
一
こ
℃
℃
・
↑
蕊
～
輩
切
・

に
つ
い
て
の
評
価
に
つ
い
て
は
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
「
ラ
・
ボ
ム
レ
イ
夫
人
を
『
計
　
　
　
　
　
§
　
　
ま
置
　
　
　
　
b
d
費
℃
【
こ
勺
．
箪
ψ

画
的
な
残
忍
さ
を
待
つ
人
物
』
と
み
る
の
に
、
一
方
、
お
か
み
と
作
者
は
　
　
　
　
　
O
昌
　
　
同
玄
島
　
　
　
　
ヒ
d
旨
・
勺
一
こ
τ
窃
心
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