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パ
ウ
ル
・
ツ
エ
ラ
1
ン
の
ピ
ュ
ヒ
ナ
1
賞
講
演

「子
午
線
」

四

日
/.、
'口'

奇文

子

一
九
六

O
年
一

O
月一

一一一日、

パ
ウ
ル
・

ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
「
言
語
と
詩
作
の
た
め
の
ド
イ
ツ

・
ア
カ
デ

ミ
1
」
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
最
高
の
文
学
賞
で
あ
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
賞
を
授
与
さ
れ
た
。
受
賞
に

あ
た
っ
て
の
ツ
エ
ラ
l
ン
の
講
演
は
、
『
子
午
線
」
(宮
二
b
E
S
S
)
と
題
さ
れ
、
受
賞
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
講
演
の
た

め
の
準
備
は
何
箇
月
に
も
わ
た
っ
て
為
さ
れ
た
が
、
講
演
そ
の
も
の
は
ほ
ん
の
三
日
で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
資
料
を
含

む
六
束
の
遺
稿
、
そ
の
な
か
に
は
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
「
存
在
と
時
間
』
や
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
の
抜
書
き
、
ま
た
ス
タ
l
リ

ン
批
判
の
詩
の
た
め
に
シ
ベ
リ
ア
へ
送
ら
れ
獄
死
し
た
0
・
マ
ン
デ
リ
シ
ユ
タ
ム
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
資
料
や
、
最
終
草
稿
に

は
採
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
G
・
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
か
ら
の
引
用
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
未
だ
非
公
開
で

あ
り
、
研
究
に
は
供
さ
れ
て
い
な
い
。

ン
研
究
書
も
、
講
演
『
子
午
線
」

ツ
エ
ラ
l
ン
自
身
は
、
自
ら
の
講
演
を
、
「
現
代
の
詩
論
へ
の
自
分
の
最
も
重
要
な
寄
与
」
と
み
な
し
て
い
た
。
ま
た
ツ
エ
ラ
ー

の
主
題
を
、
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
好
情
詩
の
理
論
の
試
み
」
、
「
現
代
の
現
実
に
お
け
る

詩
作
の
現
在
性

区田
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詩
作
の
現
在
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1m ノ、

芸
術
の
可
能
性
と
形
態
へ
の
問
い
」
、
「
詩
の
存
在
論
へ
の
構
想
」
な
ど
と
捉
え
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
講
演
の
主
題
は
究
極
的
に

は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
問
い
に
注
ぎ
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
講
演
は
、
現
代
詩
論

一
般
で
あ
る
以
前
に
、
第

一
義
的

に
ツ
エ
ラ
l
ン
自
身
の
詩
作
の
「
所
在
探
求
」
(
叶
O

宮

2，

oznzE間・
O
『寸∞ロユ巾
)
で
は
な
か
っ

た
か
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
は、

『言
葉
へ
の
途
中
』
(
一
九
五
九
)
所
収
の
一
九
五
三
年
の
ト
ラ
l
ク
ル
解
釈
で
言
っ
て
い
る
、
「
『所
在
」
(O

ユ
)

と
い
う
名
称
は
、
根
源
的
に
は
憶
の
尖
端
を
意
味
す
る
。
そ
の
尖
端
に
す
べ
て
の
も
の
が
走
り
集
ま
る
。
所
在
は
そ
れ
自
身
の
最
高

の
と
こ
ろ
、
最
極
端
の
と
こ
ろ
に
向
け
て
集
め
る
。
集
め
る
も
の
は
す
べ
て
の
も
の
を
通
し
て
浸
透
し
、
す
べ
て
の
も
の
を
通
し
て

現
成
す
る
。
所
在
つ
ま
り
集
め
る
も
の
は
、
自
ら
に
向
け
て
取
り
集
め
、
取
り
集
め
ら
れ
た
も
の
を
保
有
す
る
。
し
か
し
閉
じ
込
め

る
箱
の
よ
う
に
で
は
な
い
。
所
在
は
集
め
ら
れ
た
も
の
を
通
し
て
輝
き
、
そ
れ
を
通
し
て
き
ら
め
き
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て

集
め
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
本
質
へ
解
き
放
つ
と
い
う
よ
う
に
保
有
す
る
」
と
。
ー
!
と
こ
ろ
で
ツ
エ

ラ
1
ン
も
ま
た
「
所
在
」
と
い

う
語
を
た
だ
単
に
漠
然
と
「
場
所
」
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
彼
が
マ
ン
デ
リ
シ
ュ
タ
ム
の
詩
に
つ

い
て
語
る
句
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
言
っ
て
い
る
、
詩
は
「
そ
こ
に
お
い
て
言
葉
に
つ
い
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
や
達
成
さ
れ
う

る
も
の
が
か
の
中
心
の
廻
り
に
集
め
ら
れ
る
所
主
で
あ
る
と
、
そ
し
て
そ
の

「中
止
と
は
個
別
者
の
現
存
在
で
あ
る
と
吉
田
以
)
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
講
演

『子
午
線
』
で
、
ピ
ム
ヒ
ナ
l
の
諸
作
品
、
と
り
わ
け

『ダ
ン
ト
ン
の
死
」
と

『
レ
ン

ツ
』
に
語
り
出
る

「芸

術
」
批
判
を
手
懸
り
と
し
な
が
ら
、
芸
術
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
題
視
す
る
ビ
ュ

ヒ
ナ
l
の
立
場
を
自
ら
の
立
場
と
し
つ
つ
、
そ
れ
に

「
詩
作
」
の
立
場
を
対
置
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
マ
ラ
ル
メ

(
芸
術
ノ
タ
メ
ノ
芸
術
)
と
ピ
ュ
ヒ
ナ
l

(詩
作
の
歴
史
的
社
会
的
機
能
)

と
の
あ
い
だ
に
立
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
詩
作
の
所
在
」
を
追
究
し
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
こ
の
講
演
を
通
し
て
、

「
語
る
た
め
、
自
分
を
方
向
づ
け
る
た
め
、
わ
た
し
が
ど
こ
に
い
て
、
そ
し
て
詩
が
わ
た
し
と
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
知



る
た
め
、
自
分
に
現
実
を
企
投
す
る
た
め
」
(
国
】
虫
)

に
書
い
て
き
た
と
い
う
自
ら
の
詩
作
の
所
在
を
探
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

講
演
の
タ
イ
ト
ル
が
そ
の
よ
う
な
彼
の
詩
作
の
所
在
を
名
づ
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し

「
子
午
線
」
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、

ツ
エ
ラ
1
ン
と
と
も
に
、
こ
の
講
演
の
思
想
行
程
を
歩
む
と
き
に
、
初
め

て
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

I 

芸
術
の
非
歴
史
性

「
芸
術
、
そ
れ
は
、
皆
さ
ま
は
思
い
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
、
操
り
人
形
の
よ
う
な
、
短
長
格
H

五
脚
の
、
そ
し
て
|
|
こ
の
特

性
は
ま
た
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
と
彼
の
産
物
に
言
及
す
る
こ
と
で
神
話
に
よ
っ
て
も
証
拠
立
て
ら
れ
る
の
で
す
が
、

|
|
子
供
の
な
い

存
在
で
す
」
(
国

5
3
。
ツ
エ
ラ
l
ン
が
講
演
の
冒
頭
で
こ
の
芸
術
の
一
般
的
定
義
を
引
き
出
し
た
ピ
ュ
ヒ
ナ
!
の
作
品
は
、

f¥. 

三
五
年
の
ド
ラ
マ

『ダ
ン
ト
ン
の
死
』

(bg円。5
3
a
)
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
革
命
家
た
ち
を
描
く
こ
の
ド
ラ
マ
の
第
二
幕
第
三
場
「
ひ
と
つ
の
部
屋
の
な
か
」
で
、
ダ
ン
ト
ン
と
カ
ミ
l
ユ

が
芸
術
に
つ
い
て
歓
談
し
て
い
る
。
そ
の
傍
ら
で
カ
ミ
1
ユ
の
妻
リ
ュ
シ
l
ル
が
耳
を
傾
け
て
い
る
。
カ
ミ
1
ユ
が
口
を
切
っ
て
観

念
論
的
な
演
劇
を
批
判
す
る
。
「
或
る
者
が
操
り
人
形
を
彫
り
、
そ
の
な
か
に
綱
が
垂
れ
て
い
る
の
が
見
え
、
そ
の
綱
で
操
り
人
形

が
引
っ
ぱ
ら
れ
る
と
、
人
形
の
関
節
は
一
歩
踏
み
出
す
ご
と
に
短
長
格
H

五
脚
で
音
を
立
て
る
。
そ
れ
は
何
と
い
う
性
格
、
何
と

い
う
帰
結
/
・

或
る
者
が
ち
ょ
っ
と
し
た
感
情
、

一
文
章
、

一
概
念
を
採
り
上
げ
、
そ
れ
に
上
着
と
ズ
ボ
ン
を
着
せ
、
そ
い
つ
に
手

足
を
つ
け
、
顔
を
塗
り
、

三
幕
ぶ
っ
続
け
に
苦
し
め
回
し
、
と
ど
の
詰
ま
り
は
そ
い
つ
は
結
婚
す
る
か
ピ
ス
ト
ル
自
殺
す
る
か
す
る
。

詩
作
の
現
在
性
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翠E
Cコ

そ
れ
は
何
と
い
う
理
想
/

或
る
者
が
オ
ペ
ラ
を
ギ
コ
ギ
コ
弾
き
、
水
の
入
っ
た
陶
製
パ
イ
プ
で
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
声
を
再
現
す

る
よ
う
に
、
そ
の
オ
ペ
ラ
で
人
間
の
心
情
に
浮
き
沈
み
を
再
現
す
る
。
ー
l
あ
あ
、
芸
術
/
」
(
者
切
由
日
)
。

こ
の
よ
う
な
カ
ミ
l
ユ
の
観
念
論
的
芸
術
に
対
す
る
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
ビ
ュ
ヒ
ナ
l
自
身
の
観
念
論
批
判
で
あ
る
。
彼
は
一
八

三
五
年
七
月
二
八
日
付
の
家
族
宛
書
簡
で
語
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
も
し
ひ
と
が
、
詩
人
は
世
界
を
在
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
在

る
べ
き
ょ
う
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
わ
た
し
に
な
お
も
言
い
た
い
な
ら
ば
、
答
え
ま
す
、
わ
た
し
は
世
界
を
在
る
べ
き
ょ
う
に

お
創
り
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
神
以
上
に
、
世
界
を
よ
り
善
く
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
と
。
さ
ら
に
、

い
わ
ゆ
る
理
想
詩
人
に
関
し

て
は
思
う
の
で
す
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
空
の
よ
う
に
青
い
鼻
と
気
取
っ
た
パ
ト
ス
を
も
っ
た
操
り
人
形
を
与
え
た
だ
け
で
、
そ
の
苦
し

み
や
喜
び
を
わ
た
し
に
一
緒
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
り
、
そ
の
活
動
と
行
動
が
わ
た
し
の
な
か
に
嫌
悪
ま
た
は
驚
嘆
を
注
ぎ
込
む
よ

う
な
、
血
と
肉
を
も
っ
た
人
間
は
与
え
な
か
っ
た
と
」
(
者
∞

ωg)。

カ
ミ
l
ユ
は
続
け
る
。
「
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
主
な
る
神
を
、
そ
の
神
を
真
似
る
下
手
く
そ
な
模
倣
者
た
ち
の
せ
い
で
忘
れ
て
い
る
。

灼
熱
し
、
沸
騰
し
、
輝
き
な
が
ら
、
彼
ら
の
廻
り
に
、
そ
し
て
彼
ら
の
な
か
に
、
ど
の
瞬
間
に
も
新
た
に
産
み
出
さ
れ
る
創
造
に
つ

い
て
は
、
彼
ら
は
何
も
聞
か
ず
、
何
も
見
な
い
。
〔
:
・
〕
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
ピ
よ
グ
マ
リ
オ
ン
の
彫
像
は
生
命
あ
る
も
の
と

は
な
っ
た
も
の
の
子
供
を
も
た
な
か
っ
た
と
物
語
っ
た
が
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
の
だ
」

(
者
切
ま
)
。

こ
の
よ
う
な
ピ
ュ
ヒ
ナ
l

H
カ
ミ
1
ユ
の
芸
術
批
判
に
共
感
を
抱
き
つ
つ
、

術
の
非
自
然
性
、
非
歴
史
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

ツ
エ
ラ
1
ン
は
そ
の
最
初
の
芸
術
の
定
義
で
、
芸

そ
の
同
じ
芸
術
は
、
『
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ッ
ク
』
(
ぞ
ミ
誌
込
)
第
三
場
で
は
、
「
上
着
と
ズ
ボ
ン
」
を
着
け
た
「
猿
の
姿
」
と
し
て
登
場



す
る
。
猿
回
し
の
大
道
商
人
が
叫
ぶ
。
「
日
一
那
方
、
日
一
那
方
、
神
が
お
創
り
に
な
っ
た
被
造
物
を
御
覧
下
さ
い
。
無
で
す
。
全
く
の

無
で
す
。
今
か
ら
そ
の
芸
を
御
覧
下
さ
い
。
真
っ
直
ぐ
に
身
を
起
こ
し
て
歩
き
ま
す
。
上
着
と
ズ
ボ
ン
を
着
け
て
い
ま
す
。
サ
ー

ベ
ル
を
も
っ
て
い
ま
す
/

ま

1
/

ー

褒
め
て
や
っ
て
下
さ
い
/

お
ま
え
は
何
と
し
っ
か
り
者
だ
。
キ
ス
を
し
て
お
く
れ
/
」

(
当
回
目
叶
)
。

こ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
芸
術
(
技
術
)
と
自
然
(
被
造
性
)
と
の
対
立
で
あ
る
。
た
し
か
に
ツ
エ
ラ
!
ン
自
身
が

指
摘
す
る
よ
う
に
(
田
区
寸
)
、
こ
こ
で
は
自
然
は
、
さ
き
の
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
で
カ
ミ
1
ユ
が
語
っ
て
い
た
「
灼
熱
し
、
沸
騰
し
、

輝
い
て
」
い
る
創
造
と
し
て
で
は
な
く
、
「
無
」
の
ご
と
き
被
造
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
ま
た
芸
術
の
ほ
う
も
革
命
の
英
雄
た
ち
の

も
と
に
で
は
な
く
、
猿
の
芸
と
し
て
民
衆
の
あ
い
だ
に
現
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
や
は
り
芸
術
は
自
然
で
は
な
く
、
上
着
と
ズ

ボ
ン
を
着
け
、
サ
ー
ベ
ル
を
も
っ
て
直
立
歩
行
す
る
猿
の
姿
と
い
う
、
き
わ
め
て
人
為
的
、
技
巧
的
な
姿
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア

ウ

ト

マ

l

ト

芸
術
は
、
『
レ
オ
ン
ス
と
レ
l
ナ
』
(
じ
言
尽
き
ふ
h

偽
言
)
で
は
、
「
自
動
機
械
」
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
喜
劇
の
終
わ
り
で
、
ヴ
ア

レ
リ
オ
は
仮
面
を
被
っ
た
王
子
レ
オ
ン
ス
と
王
女
レ
l
ナ
を
皆
に
紹
介
す
る
。
「
紳
士
淑
女
の
皆
さ
ま
、
こ
こ
に
い
る
両
性
の
ふ
た

り
の
人
物
、
男
性
と
女
性
、
紳
士
と
淑
女
を
御
覧
下
さ
い
。
技
術
と
機
械
仕
掛
け
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
厚
紙
と
時
計

ル
ビ
ー

の
ぜ
ん
ま
い
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
右
足
の
小
さ
な
足
指
の
爪
の
下
に
、
紅
玉
の
と
て
も
精
巧
な
ぜ
ん
ま

い
が
つ
い
て
い
ま
す
。
少
し
ば
か
り
押
し
て
や
り
ま
す
と
、
仕
掛
け
は
五
O
年
は
た
っ
ぷ
り
動
き
ま
す
」
(
話
回
】
∞
∞
)
。
そ
し
て
普

通
に
は
高
貴
で
道
徳
的
で
教
養
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
封
建
的
な
生
の
技
巧
性
が
暗
に
批
判
さ
れ
る
。
「
彼
ら
は
大
変
高
貴
で
す
。

と
い
う
の
は
彼
ら
は
標
準
ド
イ
ツ
語
を
話
し
ま
す
か
ら
。
彼
ら
は
大
変
道
徳
的
で
す
。
と
い
う
の
は
彼
ら
は
鐘
の
音
と
と
も
に
起
き
、

鐘
の
音
と
と
も
に
昼
食
を
と
り
、
鐘
の
音
と
と
も
に
寝
ま
す
か
ら
。
彼
ら
は
ま
た
消
化
が
と
て
も
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
は
彼
ら
が
良

詩
作
の
現
在
性
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三E

き
良
心
を
も
っ
て
い
る
証
拠
で
す
。
〔
:
:
:
〕
彼
ら
は
大
変
教
養
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
淑
女
の
ほ
う
は
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
オ

ペ
ラ
を
歌
い
ま
す
し
、
紳
士
の
ほ
う
は
カ
フ
ス
を
つ
け
て
い
ま
す
か
ら
」
(
巾
E
・
)
。
王
子
レ
オ
ン
ス
は
、

「
ぼ
く
た
ち
は
す
べ
て
の

時
計
を
打
ち
砕
か
せ
、
す
べ
て
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
禁
止
さ
せ
よ
う
」
と
言
う

(
巧
∞
昆
叶
)
。
そ
れ
に
対
し
て
ツ
エ
ラ
!
ン
は
書
き
留

め
て
い
る
、
「
時
間
と
照
明
は
こ
こ
で
は
再
認
識
さ
れ
え
ま
せ
ん
」
と

時
間
の
な
い
、
歴
史
の
な
い
空
間
な
の
で
あ
る
。

(田
昌
∞
)
。
言
い
か
え
れ
ば
、

芸
術

(技
術
)

の
空
間
は
、

こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
芸
術
は
、
「
ひ
と
つ
の
問
題
」
と
、
し
か
も

「
変
身
可
能
な
、
強
靭
に
生
き
る
、
そ
し
て
長
く
生
き
る
、

永
遠
と
い
っ
て
も
よ
い
問
題
」
と
要
約
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
芸
術
に
つ
い
て
は
何
と
で
も
語
れ
ま
す
」

(園

区∞
)。

E 

詩
作
の
運
命
的
一
回
性

芸
術
に
対
し
て
、
ツ

エ
ラ
l
ン
は
、
こ
の
講
演
に
と
っ
て
中
心
的
な
意
義
を
も
っ
人
物
、
カ
ミ
1
ユ
・
デ
ム
1
ラ
ン
の
妻
リ
ュ

シ
ー

ル
の
「
芸
術
に
盲
目
な
」
態
度
を
対
置
す
る
(
国
民
泊
)
。
「
し
か
し
芸
術
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
い
つ
も
そ
こ
に
居
合
わ

せ
て
い
て
、
そ
し
て
:
:
:
ち
ゃ
ん
と
耳
を
傾
け
て
い
な
い
誰
か
も
お
り
ま
す
。
も
っ
と
精
確
に
は
、
聞
き
、
耳
を
そ
ば
だ
て
、

よ
く

見
て
い
る
の
で
す
が
、
:
:
:
そ
れ
で
も
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
か
を
知
ら
な
い
誰
か
で
す
」
(
国
冨
∞
)。

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
第
二
幕
第
三
場
で
、
芸
術
に
つ
い
て
カ
ミ
l
ユ
が
見
解
を
述
べ
た
あ
と
、

ダ
ン
ト
ン
が
外
へ
呼
び
出
さ
れ
る
。

す
る
と
カ
ミ
l
ユ
は
妻
リ
ュ
シ
l
ル
に
尋
ね
る
。



リ
ュ
シ
1
ル
、
何
だ
っ
て
つ

何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
わ
。
わ
た
く
し
、
あ
な
た
が
話
し
て
お
ら
れ
る
の
を
見
て
い
る
の
が
と
て
も
好
き
で
す
の
。

お
ま
え
も
わ
た
し
の
話
を
聞
い
て
い
た
の
か
い
?

も
ち
ろ
ん
で
す
と
も
。

お
ま
え
に
も
わ
た
し
の
言
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
の
か
い
?

ミ
ミ
ー
-
、

L
v
i
v
hヲ
〈

ほ
ん
と
う
に
全
然
で
す
の
。

(
巧
切
也
白
)

リ
ュ
シ
1
ル
は
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
、
自
分
の
愛
す
る
夫
が
話
し
て
い
る
の
を
喜
ん
で
眺
め
て
い
る
が
、
そ
の
話
の
内
容
つ
ま
り
カ

ミ
l
ユ
の
観
念
論
批
判
は
、
彼
女
に
は
ほ
と
ん
ど
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
彼
女
は
理
性
で
聞
い
ず
へ
い
る
の
で
は
な
く
、
愛
を

も
っ
て
「
聞
き
、
耳
を
そ
ば
だ
て
、
よ
く
見
て
い
る
」
。
そ
の
と
き
彼
女
が
知
覚
す
る
の
は
、

ツ
エ
ラ
l
ン
の
解
釈
で
は
「
言
葉
」
、

し
か
も
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
愛
す
る
ひ
と
の
「
姿
」
の
渉
み
で
た
、
ま
だ
そ
の
う
ち
に
「
息
」

の
感
じ
ら
れ
る
言
葉
、
そ
の
ひ
と
の

個
体
的
な
生
に
密
着
し
た
「
方
向
と
運
命
」
と
し
て
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
「
息
す
な
わ
ち
方
向
と
運
命
」

と
し
て
の
言
葉
が
知
覚
さ
れ
る
境
域
こ
そ
、

ツ
エ
ラ
l
ン
に
と
っ
て
「
詩
作
」
の
境
域
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ミ
l
ユ
の
観
念
論
批
判
に
は
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
の
「
芸
術
」
批
判
が
、
そ
し
て
リ
ュ
シ
ー
ル
の
愛
の
姿
勢
に
は
ビ
ュ
ヒ
ナ
l
の
「
詩

作
」
の
立
場
が
み
て
と
ら
れ
る
。
操
り
人
形
や
着
飾
っ
た
壌
や
自
動
機
械
と
し
て
現
わ
れ
る
技
巧
的
な
芸
術
、
歓
談
の
対
象
と
な
る

没
時
間
的
、
非
歴
史
的
な
芸
術
に
対
し
て
、
詩
作
は
運
命
的
に
時
間
的
、
歴
史
的
で
あ
る
。
ピ
ュ
ヒ
ナ
1
賞
講
演
の
翌
年
、
ツ
エ
ラ
ー

ン
は
パ
リ
の
リ
ブ
ラ
リ
1
・
フ
リ
ン
カ
1
社
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
言
っ
て
い
る
、
「
詩
作
|
|
そ
れ
は
言
葉
の
運
命
的
に
一
回

詩
作
の
現
在
性

三E
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的
な
も
の
で
あ
る
」
と
(
国

H3)
。

「
ひ
と
つ
の
歓
談
、
そ
れ
は
、
も
し
も
何
か
が
そ
こ
へ
入
り
込
ん
で
こ
な
け
れ
ば
、
際
限
な
く
続
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
、

わ
た
し
た
ち
は
感
知
し
ま
す
。
何
か
が
そ
こ
へ
入
り
込
ん
で
き
ま
す
」
(
国
民
叶
)
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
第
四
幕
第

七
場
へ
飛
ぶ
。
そ
こ
は
革
命
広
場
で
、
「
馬
車
が
乗
り
つ
け
て
き
て
、
そ
し
て
ギ
ロ
チ
ン
の
ま
え
で
停
ま
る
」
(
ぎ
∞

ZO)
。
こ
れ
か

ら
処
刑
さ
れ
る
ダ
ン
ト
ン
、
カ
ミ
l
ユ
、
そ
の
他
の
「
一
緒
に
乗
っ
て
き
た
者
た
ち
」
(
者
切
】
ω
O
)

は
見
物
す
る
民
衆
の
ま
え
で
「
語

を
、
技
巧
に
満
ち
た
語
を
弄
し
ま
す
。
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
語
を
売
り
つ
け
ま
す
。
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
は
こ
こ
で
は
時
お
り
引
用
す
れ
ば
い

い
だ
け
で
す
。
共
同
で
死
"
へ

H

と
H

赴
く
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
」

(国
お
由
)
。
そ
こ
で
は
自
己
自
身
の
死
は

全
く
問
題
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
「
舞
台
効
果
あ
る
」
、
「
短
長
格
の
」
、
悲
劇
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
ェ
に
お
け
る
芸
術
的
な

共
同
の
死
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ダ
ン
ト
ン
は
第
二
幕
第
五
場
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
れ
ざ
る
力
に
よ
っ
て
針
金

で
操
ら
れ
て
い
る
人
形
な
の
だ
。
全
然
、
全
然
わ
れ
わ
れ
自
身
で
は
な
い
の
だ
」
と
言
っ
て
い
た
が
(
当
回
目
。
。
)
、
革
命
家
た
ち
の

死
へ
の
態
度
は
ツ

エ
ラ
l
ン
の
目
に
は

「『
人
形
』
と
〔
そ
れ
を
操
る
〕
『
針
金
』
と
の
勝
利
」
を
確
証
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
リ
ュ
シ
l
ル
は
こ
の
よ
う
な
男
た
ち
と
は
違
う
。
彼
女
だ
け
は
非
情
な
歴
史
の
歩
み
に
対
し
て
「
技
巧
に
満
ち
た
」
語

を
発
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
ご
く
自
然
に
振
舞
う
。
夫
カ
ミ
l
ユ
の
処
刑
の
あ
と
、
彼
女
は
通
り
で
ひ
と
り
言
を
言
う
。

「
た
し
か
に
す
べ
て
の
も
の
が
生
き
て
い
て
い
い
の
だ
わ
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
そ
こ
の
小
さ
な
蚊
た
ち
が
、
|
|
鳥
が
。
で
は
な

ぜ
彼
は
生
き
て
い
て
は
い
け
な
い
の
?

〔
:
:
:
〕
す
べ
て
の
も
の
が
動
い
て
い
る
。
時
計
た
ち
は
進
む
。
鐘
た
ち
は
鳴
る
。
ひ
と

び
と
は
走
る
。
水
は
流
れ
る
。
そ
し
て
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
す
べ
て
の
も
の
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
。
そ
こ
ま
で
|
|
い
い
え
ノ

そ
ん
な
こ
と
は
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
わ
。
い
い
え
|
|
わ
た
し
は
地
面
に
腰
を
下
ろ
し
て
叫
び
ま
し
ょ
う
。
驚
い
て
す
べ
て
の
も



の
が
立
ち
停
ま
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
止
ま
る
よ
う
に
。
も
う
そ
れ
以
上
何
も
動
か
な
い
よ
う
に
」
(
者
∞

EN)
。
フ
ァ
l

ブ
ル
は
ダ
ン
ト
ン
の
死
に
お
い
て
自
分
の
死
と
合
わ
せ
て
「
二
重
に
」
死
に
う
る
と
信
じ
て
い
る

の
「
若
干
の
声
」
は
ツ
エ
ラ
l
ン
自
身
が
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
(
園
・

5U)
、
カ
ミ
1
ユ
た
ち
の
死
を
、
「
す
で
に
か
つ
て
一
度
あ
っ

(巧∞

EH)
。
ま
た
民
衆
の
な
か

た
こ
と
で
退
屈
」
な
も
の
と
し
か
感
じ
な
い

(巧∞

EH)
。
だ
が
リ
ュ
シ
!
ル
だ
け
は
、
愛
す
る
ひ
と
の
死
を
決
し
て
反
復
さ
れ
え

な
い
も
の
、

一
回
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
彼
女
は
す
べ
て
の
も
の
の
動
き
が
停
止
す
る
こ
と
を
願
う
の
で

あ
る
。リ

ュ
シ
l
ル
は
ギ
ロ
チ
ン
の
階
段
に
腰
を
下
ろ
し
、
素
朴
な
歌
を
歌
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
革
命
家
た
ち
の
パ
ト
ス
で
は
な
く
、

慰
め
よ
う
の
な
い
悲
嘆
で
あ
る
。
そ
こ
へ
斥
候
が
現
わ
れ
て
、
彼
女
の
名
を
問
い
質
す
。
そ
の
と
き
彼
女
は
我
を
忘
れ
た
よ
う
に

「
国
王
万
歳
/
」
と
叫
ぶ
。
革
命
家
の
妻
に
は
不
似
合
い
な
語
で
あ
る
が
、
彼
女
は
そ
う
叫
び
、
「
共
和
制
の
名
の
も
と
に
」
捕
縛
さ

れ
、
連
行
さ
れ
る

ア
ン
ン
ヤ
ン
・
レ
H
γ
l
ム

旧
制
度
支
持
者
と
し
て
ギ
ロ
チ
ン
に
か
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
女
の
「
国
王
万
歳
/
」
は
、
自
ら

(
当
∞
ロ
ω)
。
ピ
」
ヒ
ナ
!
の
ド
ラ
マ
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
彼
女
が
夫
と
同
じ
よ
う
に
、
し
か
し
今
度
は

の
自
由
意
志
に
よ
る
自
身
に
対
す
る
死
刑
判
決
な
の
で
あ
る
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
リ
ュ
シ
l
ル
の
「
国
王
万
歳
/
」
を
「
反
証
巴
(
の
巾
問
8
5
Z
)
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
愛
す
る
ひ
と
の
処
刑
と
い
う
非

人
間
的
な
歴
史
の
歩
み
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
リ
ュ
シ
l
ル
の
抗
議
の
語
、
「
な
ぜ
彼
は
生
き
て
い
て
は
い
け
な
い
の
?
」
と
い
う

と
き
の
「
な
ぜ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
と
い
う
舞
台
の
う
え
の
操
り
人
形
の
「
針
金
を
引
き
ち
ぎ
る
語
」

で
あ
る
〆'、、
国

ト4

ClO 
<D 、、./。

一
八
三
四
年
三
月
九
|
一
一
一
日
付
で
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
ー
は
そ
の
許
嫁
に
宛
て
て
語
っ
て
い
る
、
「
わ
た
し
は
革
命
の
歴
史
を
研
究
し
て

い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
歴
史
の
残
酷
な
宿
命
論
の
も
と
で
碑
明
滅
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
〔
:
:
:
〕
個
々
人
は
た
だ
波

詩
作
の
現
在
住

ヨ豆
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ヲ角C

の
う
え
の
泡
に
す
ぎ
ず
、
偉
大
さ
は
単
な
る
偶
然
、
天
才
の
支
配
は
人
形
劇
に
す
ぎ
ず
、
青
銅
の
法
則
に
対
す
る
滑
稽
な
格
闘
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
法
則
を
認
識
す
る
こ
と
は
最
高
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
法
則
を
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
わ
た
し
は
も
う

歴
史
の
儀
位
馬
た
ち
ゃ
歴
史
の
街
角
に
立
つ
ひ
と
た
ち
に
身
を
屈
し
よ
う
と
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
」
と

(者
∞
民
∞
)。

リ
ュ
シ
1

ル
の
「
反
一
証
巴
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な

「歴
史
の
街
角
に
立
つ
ひ
と
た
ち
ゃ
儀
杖
馬
た
ち
の
ま
え
に
」
身
を
屈
す
る
こ
と
の
な

い
語
、
自
ら
死
を
選
ぶ

「
自
由
の
行
為
」
、
現
実
に
抗
す
る
「
一
歩
」
で
あ
る

(園
呂
田
)
。

「ベ

l
タ
l・

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
や
グ
ス

タ
フ
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
l
の
著
作
と
と
も
に
成
長
し
た
」
ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
こ
こ
で
リ
ュ
シ
l
ル
の

「反
語
」
の
意
味
を
明
瞭
に
際
立

た
せ
る
。
「
こ
こ
で
は
王
政
や
守
ら
れ
る
べ
き
昨
日
が
忠
誠
を
誓
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
忠
誠
を
誓
わ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
こ
で
は
、
人
間
的
な
も
の
の
現
在
の
た
め
に
証
言
す
る
不
条
理
の
威
厳
な
の
で
す
」
(
国
・

50)
。

リ
ュ
シ
l
ル
の

「
国
王
万
歳
/
」
と
い
う
「
反
誼
巴
の
不
条
理
性
は
ど
こ
に
存
す
る
か
。

M
-
ヤ
ン
ツ
は
そ
れ
を
、
こ
の
王
政
支

持
的
な
言
い
回
し
と
そ
れ
が
真
実
の
と
こ
ろ
意
味
し
て
い
る
意
向
と
の
矛
盾
に
あ
る
と
み

μ。
ま
た
D
・
コ
l
ラ
l

H
ル
l
ギ
ン

ビ
ュ

l
ル
は
そ
れ
を
斥
候
の
誰
何
に
き
わ
め
て
不
適
切
な
答
え
を
し
、
し
か
も
そ
こ
に
自
己
同
定
を
見
出
す
と
い
う
、
ま
た
彼
女
を

捕
縛
し
て
自
由
を
奪
う
こ
と
が
、
死
を
選
ぶ
と
い
う
彼
女
の
自
由
意
志
を
通
し
て
や
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
逆
説
に
み
る
。
し
か
し

「
不
条
理
」
と
は
単
な
る
矛
盾
や
逆
説
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
A
-
カ
ミ
ム
の
定
義
で
は
、
「
不
条
理
は
、
〔
幸
福
と
理
由
へ
の
切
望
と

い
う
〕
人
間
的
な
必
要
と
世
界
の
不
合
理
な
沈
黙
と
の
対
決
か
ら
生
じ
る
」
。
実
際
リ
ュ
シ
l
ル
の

「国
王
万
歳
ノ
」
は
非
情
な
歴

史
の
行
程
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
彼
女
の
「
な
ぜ
」
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
彼
女
は
納
得
の
い
く
答
え
を
得
て
い
な
い
。

彼
女
は
安

易
な
答
え
を
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
「
反
語
」
で
自
ら
に
死
を
選
ぶ
。
そ
こ
に
「
威
厳
」
が
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
操
り
人
形
、
着
飾
っ
た
猿
、
自
動
機
械
と
し
て
没
時
間
的
に
現
わ
れ
る
「
芸
術
」
に
対
し
て
、

「詩
作
」

の
境
域
は、



「
息
す
な
わ
ち
方
向
と
運
命
」
と
し
て
の
言
葉
が
知
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
非
人
間
的
な
現
実
に
抗
す
る

「一

歩
」
が
踏
み
出
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
要
す
る
に
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
」
と
し
て
示
さ
れ
た
。

し
か
も
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
」
に
は
必
ず
「
不
条
理
」

が
つ
き
ま
と
う
と
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
条
理
の
威
厳
は
、
「
い
つ
ま
で
も
し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
名
を
も
っ
て
は

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
。
そ
れ
が
:
:
:
詩
作
な
の
で
す
」

(国

-E
C)。

町
出

メ
デ
ュ

l
サ
の
頭
と
し
て
の
芸
術

「
あ
あ
、
芸
術
/
」
と
い
う
カ
ミ
l
ユ
の
嘆
息
で
批
判
さ
れ
た
芸
術
の
議
論
が
ふ
た
た
び
採
り
上
げ
ら
れ
、
初
め
に
伝
統
へ
の
関

わ
り
方
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
区
別
さ
れ
る

(園

5
0)
。
川
語
に
強
い

ア
ク
セ
ン
ト
を
お
く
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
ツ

エ

ラ
1
ン
に
と
っ
て
、
伝
統
に
生
き
た
仕
方
で
関
わ
り
、
伝
統
研
究
を
今
目
的
な
も
の
の
た
め
に
行
う
立
場
で
あ
る
。

ωそ
れ
に
対
し

て
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
が
消
え
た
こ
と
を
示
す
重
ア
ク
セ
ン
ト
は
、

伝
統
を
過
去
の
も
の
と
し
て
扱
う
文
学
史
的
な
立
場
で
あ
る
。

山間
そ

し
て
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
と
重
ア
ク
セ
ン
ト
を
合

一
し
て
長
音
符
と
な
る
曲
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
伝
統
研
究
に
「
永
遠
的
な
も
の
」

し
、
つ
ま
り
没
時
間
的
、
非
歴
史
的
に
妥
当
す
る
も
の
を
求
め
る
美
学
的
な
立
場
で
あ
る
。

の
し
る

と
こ
ろ
で
す
で
に
一
九
五
八
年
の
ブ
レ
l
メ
ン
文
学
賞
受
賞
の
際
の
挨
拶
で
言
わ
れ
て
い
た
、
「
詩
は
没
時
間
的
で
は
な
い
」
と、

詩
は
「
時
計
の
針
の
感
覚
」
を
も
ち
、
時
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
、
そ
れ
も
自
分
を
方
向
づ
け
、

自
分
に
現
実
を
企

投
す
る
た
め
で
あ
る
と
(
閏

-Hg)。
こ
の
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
賞
講
演
で
も
ツ
エ
ラ
l
ン
は
言
う
、
「
わ
た
し
は
|
|
わ
た
し
に
は
他
の
選

択
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
|
|
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
ま
す
」
と

(国

5
0)。
彼
は
ピ
ム
ヒ
ナ
l
の
作
品
に
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
を

詩
作
の
現
在
性
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詩
作
の
現
在
性

ヨ三/、

つ
け
、
今
日
の
状
況
の
た
め
に
、
そ
し
て
自
ら
の
詩
作
の
た
め
に
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
に
問
い
か
け
る
。

芸
術
は
操
り
人
形
や
自
動
機
械
と
い
う
よ
う
に
変
身
し
て
、
ビ
ュ
ヒ
ナ
l
の
諸
作
品
に
登
場
し
た
が
、
芸
術
は
そ
の
よ
う
な
「
変

身
能
力
」
と
な
ら
ん
で
「
遍
在
性
の
才
能
」
を
も
も
ち
、
こ
れ
か
ら
採
り
上
げ
ら
れ
る
ビ
ュ
ヒ
ナ
l
の
未
完
の
小
説
『
レ
ン
ツ
』
(
h
S
N
)

エ
ピ
ノ
ー
ド

に
も
登
場
す
る
。
こ
こ
で
も
芸
術
は
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
」
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
、
「
挿
話
」
と
し
て
登
場
す
る
、
と
ツ
エ
ラ
l

ン
は
「
強
調
す
る
」
(
国

EO)
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
何
に
挿
入
さ
れ
た
話
で
あ
る
か
が
問
題
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
で
は
、
芸
術
に
つ
い
て
の
歓
談
は
革
命
と
い
う
主
要
な
出
来
事
を
背
景
に
、
草
命
家
た
ち
の
「
舞

台
効
果
あ
る
」
、
「
短
長
格
の
」
死
の
ま
え
に
挿
入
さ
れ
、
彼
ら
の
死
を
共
同
の
芸
術
的
な
死
と
し
て
呈
示
す
る
た
め
の
地
盤
を
提
供

す
る
。
し
か
し
そ
の
あ
と
に
登
場
す
る
リ
ュ
シ
l
ル
が
彼
ら
の
死
を
一
回
的
な
も
の
と
感
じ
と
り
、
詩
作
的
な
死
に
変
え
る
。
す
る

と
芸
術
は
歴
史
の
展
間
に
あ
っ
て
、
詩
作
に
至
る
通
路
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
そ
う
い
う
意
味
で
芸
術
を

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

I
・
M
-
R
・
レ
ン
ツ

(
一
七
五
一
ー
一
七
九
二
)
は
冬
の
山
中
を
さ
迷
っ
た
の
ち
、

J
-
F
・
オ
パ
l
リ
ン
牧
師
の
家
に
迎
え

入
れ
ら
れ
、
暫
し
の
憩
い
を
得
る
。
そ
れ
は
オ
パ

l
リ
ン
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

一
七
七
八
年
一
月
二

O
日
か
ら
二
月
八
日
ま
で
の
こ

と
で
あ
る

(
〈
同
一
要
即
日

ω
品
)
。
そ
こ
へ
彼
の
友
人

ω
・
カ
ウ
フ
マ
ン
が
訪
ね
て
く
る
。
彼
の
訪
問
は
レ
ン
ツ
に
「
き
わ
め
て
多
く
の

こ
と
を
」
想
い
出
さ
せ
る

(
巧
∞
エ
串
)
。

こ
の
箇
所
で
ま
ず
文
章
が
二
つ
引
用
さ
れ
る

(
E
E
O
)
。

一
つ
は
、
「
食
事
の
あ
い
だ
レ
ン
ツ
は
ふ
た
た
び
よ
い
気
分
だ
っ
た
。

ひ
と
び
と
は
文
学
に
つ
い
て
語
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
専
門
領
域
だ
っ
た
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る

(
毛
田
区
串
)
。
そ
れ
は
観
念
論
の
時

代
で
、

カ
ウ
フ
マ
ン
は
そ
の
信
奉
者
だ
っ
た
。
レ
ン
ツ
は
そ
れ
に
激
し
く
反
論
し
た
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
カ



ミ

l
ユ
の
、
そ
し
て
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
自
身
の
観
念
論
批
判
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
文
章
は
、
そ
の
レ
ン

ツ
の
観
念
論

批
判
の
ご
く
一
部
で
あ
る
。
そ
の
少
し
ま
え
か
ら
引
用
し
て
み
る
と
、
「
レ
ン
ツ
は
言
っ
た
、
『
現
実
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に
吹
聴

さ
れ
る
詩
人
た
ち
は
、
現
実
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
す
。
で
も
彼
ら
は
、
現
実
を
光
明
で
満
た
そ
う
と
す
る
詩
人
た
ち
ょ

り
も
ま
だ
し
も
我
慢
で
き
ま
す
」
と
。
彼
は
言
っ
た
、
『
愛
す
る
神
は
世
界
を
た
し
か
に
在
る
べ
き
ょ
う
に
創
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か

ら
わ
た
し
た
ち
は
お
そ
ら
く
何
か
よ
り
よ
い
も
の
を
塗
た
く
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
唯

一
の
努

力
は
、
神
に
倣
っ
て
少
し
ば
か
り
模
造
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
わ
た
し
は
す
べ
て
の
も
の
の
な
か
に
、

1

1
止
-
命
、
現
実
存
在
の
可

能
性
を
要
求
し
ま
す
。
そ
の
と
き
そ
の
も
の
は
善
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
と
き
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
が
美
し
い
の
か
醜
い
の
か

を
尋
ね
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
被
造
物
が
生
命
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
感
情
は
、

美
醜
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
上
位
に

あ
っ
て
、
そ
れ
が
芸
術
の
事
柄
に
お
け
る
唯
一
の
規
準
な
の
で
す
」
と
」

(巧∞

E
S
。

ツ
エ
ラ
l
ン
が
こ
れ
ら
の
文
章
を
引
用
し
た
の
は
、
レ
ン
ツ
の
被
造
的
生
命
の
立
場
に
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
自
身
の

「
美
学
的
な
構
想
」

を
指
摘
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
さ
き
に
軽
ん
じ
ら
れ
た

「重
ア
ク
セ
ン
ト
」
を
も
顧
慮
し
て
、
そ
の

「文
学
史
的
重
要
性
」

を
指
摘
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
史
的
レ
ン
ツ
、
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
典
的
悲
劇
論
に
反
対
す
る
『
演

劇
に
関
す
る
註
解
』
を
書
い
た

I
・
M
-
R
・
レ
ン
ツ
や
、
従
来
芸
術
の
描
写
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
取
る
に
足
ら
な
い
も

の
に
ま
で
も
「
芸
術
ヲ
拡
張
セ
ヨ
」
(
巴
R
告
広
市
立
場
〉
コ
)
と
要
求
し
た

L
-s
・
メ
ル
シ
1
ル
へ
の
史
的
連
関
、
さ
ら
に
は
G
・ハ

ウ
プ
ト
マ
ン
の
自
然
主
義
の
先
取
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
(
国

E
H)。

こ
の
よ
う
な
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
の
被
造
物
の
美
学
を
解
説
す
る
箇
所
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、
散
歩
の
折
り
に
ふ
た
り
の
少
女
に
出

会
っ
た
レ
ン
ツ
の
体
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
石
の
う
え
で

一
方
の
少
女
が
金
髪
を
結
い
あ
げ
、
他
方
の
少
女
が
そ
れ
を
手
伝
っ
て
い

詩
作
の
現
在
性
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プて
〈コ

る
光
景
で
あ
る
。
「
古
い
ド
イ
ツ
の
流
派
の
最
も
美
し
い
、
最
も
親
密
な
絵
画
で
さ
え
も
」
、
そ
の
光
景
を
描
写
す
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
「
そ
の
よ
う
な
群
像
を
石
に
変
え
、

ひ
と
び
と
に
喚
び
か
け
う
る
に
は
、

ひ
と
は
し
ば
し
ば
メ
デ
ュ

l
サ
の
頭
で
あ
り
た
い
で

し
よ
う
」
(
毛
田
区
間
)
。
ふ
た
り
の
少
女
の
こ
の
自
然
な
光
景
を
自
然
な
も
の
と
し
て
保
持
す
る
に
は
、

メ
デ

ュ
l
サ
の
頭
と
な
っ

て
そ
の
光
景
を
石
に
変
え
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
石
に
変
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
自
然
な
も
の
、

生
き
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
レ
ン
ツ
の
立
場
は
、
生
命
こ
そ
が
芸
術
の
唯
一
の
規
準
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
生
命
は
、
芸
術
的
な
描
写
か
ら
は
す
り
抜
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
て
芸
術
に
よ
っ
て
把
捉
す
る
こ
と
」
の
不
可
能
性
で
あ
る
。

た
い
」
(
ミ
S
目
。
門
町
丹
市
)
と
は
、
「
わ
た
し
は

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
被
造
的
生
命
の
立
場
と
芸
術
の
立
場
と
の
対
立
で
あ
り
、
「
自
然
な
も
の
を
自
然
な
も
の
と

ツ
エ
ラ
|
ン
は
強
調
す
る
、
「
ひ
と
は

〔
メ
デ
ュ
l
サ
の
頭
で
〕
あ
り

〔
メ
デ
ュ
l
サ
の
頭
で
〕
あ
り
た
い
」

(
H

円

E
g
o
n
g
)
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
、
小
説

の
レ
ン
ツ
も
、
そ
し
て
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
自
身
も
、
決
し
て
対
象
の
生
命
を
奪
っ
て
ま
で
も
、
そ
れ
を
芸
術
に
よ
っ
て
把
捉
し
た
い
と
は

思
っ
て
い
な
い
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

メ
デ
ュ

l
サ
の
頭
と
な
っ
て
対
象
を
抹
殺
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
人
間
的
な
も
の
か
ら
歩

み
出
る
こ
と
」
、
猿
の
姿
や
自
動
機
械
の
姿
を
と
っ
た
芸
術
の
「
無
気
味
な
境
域
へ
赴
く
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
ビ
ュ
ヒ
ナ
I

こ
そ
は
、
観
念
論
的
な
人
間
を
批
判
し
て
、
「
血
と
肉
を
も
っ
た
人
間
」
を
求
め
た
ひ
と
、
そ
し
て
さ
き
の

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』

の

解
釈
で
も
、
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
の
た
め
に
証
言
す
る
」
詩
作
の
ひ
と
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ひ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

メ

デ
ュ

l
サ
の
頭
で
あ
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
と
、
「
そ
ん
な
ふ
う
に
語
っ
て
い
る
の
は
史
的
レ
ン
ツ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
ふ

、
つ
に
語
っ
て
い
る
の
は
ビ
ム
ヒ
ナ
l
の
レ
ン
ツ
で
す
。
こ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
ビ
ュ
ヒ
ナ
l
の
宮
戸
を
聞
い
た
の
で
す
。
芸
術
は
こ
こ

で
も
彼
に
と
っ
て
何
か
無
気
味
な
も
の
を
保
持
し
て
い
ま
す
」
(
巳

EN)
。



ツ
エ
ラ

1
ン
が
芸
術
と
詩
作
へ
の
聞
い
に
お
い
て
、
「
今
日
的
な
も
の
の
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
」
を
つ
け
る
の
は
、
究
極
的
に
彼
自
身

の
詩
作
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
ピ
ム
ヒ
ナ
!
の
諸
作
品
に
「
自
身
の
も
の
」

か
ら
向
か
っ
て
い
っ
た
(
国

E
N)。

そ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
今
ピ
ム
ヒ
ナ
1
自
身
の
問
い
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
生
命
あ
る
も
の
を
抹
殺
す
る
と
い
う
芸
術
の
無
気
味
な

性
格
を
問
題
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
ピ
A

ヒ
ナ
1
自
身
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
ツ
エ
ラ
1
ン
自
身
の
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
自
分
が
芸
術
の
無

気
味
さ
に
頑
固
に
滞
留
す
る
の
は
、
「
大
気
の
せ
い
」
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

ツ
ム
ラ

l
ン
が
「
大
気
」
(戸三円
)

と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
死
の
フ
l
ガ
」
(
吋
a
gLPミ
)
に
歌
わ
れ
た
「
空
中
」

(5
ι
g
E宮口
)
、
「
ほ
く
ら
は
空
中
に
墓
を
掘
る
そ

こ
は
横
た
わ
る
に
狭
く
な
い
」
と
歌
わ
れ
た
大
気
を
想
起
せ
し
め
る
( 

] 

芯込
ト4

{ 
) 。

一
九
六
三
年
の
詩
集
『
誰
で
も
な
い
者
の
蓄
積
』

の
結
び
の
詩
「
空
中
に
」
(
な
号
ユ
ミ
円
)
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る。

空
中
に
、
そ
こ
に
お
ま
え
の
根
が
残
っ

て
い
る、

そ
こ
に

空
中
に
。

地
上
の
も
の
が
丸
く
な
る
と
こ
ろ
、
土
の
ま
ま

息
日
と
H

粘
土
が
。

(一N
UO
)

焼
か
れ
た
者
た
ち
が
煙
と
な
っ
て
立
ち
昇
っ
た
そ
の

「
空
中
に
」
、
こ
の
詩
人
の

「
根
」
が
あ
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
根
の

逆
倒
し
た
在
り
処
を
証
す
る
た
め
に
、

一
九
六
七
年
の
詩
集

『息
の
転
換
』
の
一
つ
の
詩
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
空
中
の
/
傷
痕

詩
作
の
現
在
性



詩
作
の
現
在
性

の
影
の
な
か
に
」
立
つ
(
ロ
-
N
ω
)

。
彼
は
そ
の
空
中
で
「
地
上
の
も
の
」
が
、

プて
ー

つ
ま
り
「
息
H

と
H

粘
土
」
が
「
丸
く
な
る
」
こ

と
を
願
う
。
息
は
神
が
人
間
を
生
命
へ
と
喚
ぴ
覚
ま
し
た
も
の
、
「
粘
土
」
は
ゴ
!
レ
ム
、
息
を
吹
き
込
ま
れ
る
べ
き
未
定
形
の
質

料
で
あ
る
。
こ
の
詩
人
は
、
彼
の
根
が
残
っ
て
い
る
空
中
で
、
も
う
一
度
息
と
粘
土
に
よ
る
新
し
い
創
造
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
願
つ

ツ
エ
ラ
l
ン
に
と
っ
て
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
が
指
摘
す
る
生
命
あ
る
も
の
の
抹
殺
と
い

う
「
芸
術
」
の
無
気
味
な
性
格
は
、
自
分
の
民
族
に
加
え
ら
れ
た
生
命
の
社
会
的
抹
殺
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

て
や
ま
な
い

(
〈
偶

-
E
n
F
的、ミ

5弘
司

J
A
R
-
8
)

。

今
や
ツ
エ
ラ
1
ン
は
、
彼
自
身
に
歴
史
的
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
の
ほ
う
か
ら
ピ
ュ
ヒ
ナ
!
と
い
う
「
被
造
物
の
詩
人
」
に
向
か
っ

て
い
き
、
彼
と
自
分
を
結
ぶ
も
の
を
見
出
し
た
。
「
ゲ
オ
ル
ク
・
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
に
お
い
て
は
、
〔
:
:
:
〕
芸
術
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
題

視
す
る
こ
と
、
こ
の
方
向
に
基
づ
い
て
問
題
視
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
あ
ら
ゆ
る
詩
作
が
、
も
し
も

さ
ら
に
先
に
進
ん
で
問
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
へ
と
立
ち
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
視
す
る
こ
と
が
。
幾
つ
か
の
こ
と
を
跳

ぴ
越
え
る
別
の
語
で
語
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
今
多
く
の
所
で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

ひ
と
つ
の
予
め
与
え
ら
れ
た
も
の
、

そ
し
て
無
制
約
的
に
前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
芸
術
か
ら
出
発
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
た
ち
は
、
全
く
具
体
的

に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
|
|
例
え
ば
1

1

マ
ラ
ル
メ
を
整
合
的
に
終
わ
り
ま
で
思
惟
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
」
(
国

H
U
N同
)
。

こ
の
ツ
エ
ラ
l
ン
の
問
い
は
、
多
く
の
解
釈
者
た
ち
に
よ
っ
て
、

マ
ラ
ル
メ
を
整
合
的
に
終
わ
り
ま
で
思
惟
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
て
い
る
と
、
肯
定
的
に
解
釈
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
み
て
は
っ
き
り
と
、
「
今
日
の
あ
ら
ゆ

る
詩
作
」

つ
ま
り
一
九
四
五
年
以
後
の
現
代
詩
は
、
決
し
て
マ
ラ
ル
メ
的
な
「
芸
術
ノ
タ
メ
ノ
芸
術
」

(--R同
司

O
R
-
-
R門

)

の
後
継

者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

G
・
パ
ウ
マ
ン
に
し
た
が
え
ば
、

ツ
エ
ラ
l
ン
は
言
っ
た
と
い
う
、
「
わ
た
し
は
自
分



の
詩
の
制
約
や
意
図
を
マ
ラ
ル
メ
と
は
別
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
い
と
思
う
。
わ
た
し
は

〔
マ
ラ
ル
メ
の
よ
う
な
〕
自
足
的
な

象
徴
論
を
知
ら
な
い
。
言
葉
の
純
粋
な
自
己
意
識
を
追
求
し
な
い
。
わ
た
し
の
語
は
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
か
ら
講
離
す
る
こ
と
は
な
い
。

む
し
ろ
わ
た
し
の
語
は
あ
ら
ゆ
る
起
こ
っ
た
こ
と
を
通
っ
て
い
く
通
過
を
証
示
し
て
い
る
。
わ
た
し
の
沈
黙
は
磯
滅
で
は
な
い
。
い

か
な
る
魔
力
も
放
出
し
な
い
。
す
で
に
草
案
に
お
い
て
わ
た
し
の
詩
は
対
話
的
に
着
手
さ
れ
て
い
る
」
と
。

0
・
ベ
ッ
ゲ
ラ
l
も、

ツ
エ
ラ
l
ン
を
マ
ラ
ル
メ
と
は
正
反
対
の
立
場
の
詩
人
と
解
釈
す
る
。

H
-
ベ
ン
ダ
ー
宛
書
簡
(
一
九
六
O
年
五
月
一
八
日
付
)
に
あ
る
よ
う
に
、
ツ
エ
ラ
1
ン
に
と
っ
て
詩
作
は
「
手
仕
事
」
つ
ま
り
「
手

の
事
柄
」
で
あ
り
、
手
は
ひ
と
り
の
人
間
に
の
み
、

つ
ま
り
「
そ
の
声
と
無
言
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
道
を
探
し
求
め
る
一
回
的
な
死

す
べ
き
魂
存
在
に
の
み
」
属
す
る

(田
口
寸
)
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
今
日
の
詩
作
は
決
し
て
「
ひ
と
つ
の
予
め
与
え
ら
れ
た
も
の
、

そ
し
て
無
制
約
的
〔
絶
対
的
〕
に
前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
芸
術
」

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、

つ
ま
り
詩
人
の
個
体
的
な

「
わ
た
し
」
か
ら
解
か
れ
、
実
在
へ
の
関
連
を
喪
失
し
た
「
絶
対
的
」
な
芸
術
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
彼
は
A
-
ラ
イ

ン
フ
ラ
ン
ク
に
断
言
し
て
い
る
、
自
分
の
詩
の
「
ど
の
語
も
直
接
的
な
現
実
へ
の
関
連
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
」
と
。

他
方
ツ
エ
ラ
l
ン
に
お
い
て
は
現
実
は
決
し
て
す
で
に
現
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
詩
を
通
し
て
初
め
て
企
投
さ
れ
る
も
の

(
国
民
自
)
、
探
し
求
め
ら
れ
、
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

(
国
広
∞
)
。
彼
は
ニ
=
ヨ
ノ
、
「
詩
は
む
し
ろ
現
実
と
対
決
す
る
試
み
、
現
実

を
獲
得
し
、
現
実
を
見
え
し
め
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
実
は
詩
に
と
っ
て
決
し
て
何
か
堅
固
に
立
っ
て
い
る
も
の
、
予
め
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
〔
:
:
:
〕
詩
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
は
起
こ
り
、
現
実
は
生
じ
る
」
と
。

し
か
し
詩
と
現
実
と
の
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
関
係
は
、

ツ
エ
ラ
l
ン
に
お
い
て
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
。
詩
作
は
「
現
実
に
傷
つ

き
、
現
実
を
探
し
求
め
つ
つ
」
(
国
民
自
)
と
い
う
仕
方
で
、
実
在
と
の
関
連
を
内
化
し
て
別
の
現
実
へ
と
堪
え
抜
く
別
の
詩
作
と

詩
作
の
現
在
性

プ之



詩
作
の
現
在
性

六
回

(
お
)

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
作
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、

一
九
五
八
年
の
リ
ブ
ラ
リ
1
・
フ
リ
ン
カ
l

社
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
回
答
で
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
美
を
信
用
せ
ず
、
真
実
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
正
確
さ
を
問
題
と
す
る
、

事
実
的
な
「
も
っ
と
灰
色
の
」
一
言
葉
で
書
か
れ
た
詩
で
あ
る

(
回
忌
寸
)
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
!
の
『
レ
ン
ツ
』

の
メ
デ
ュ

l
サ
の
頭
、
対
象
の
生
命
を
抹
殺
す
る
も
の
と
し
て
の
芸
術
の
箇
所
か

ら
、
今
日
の
詩
作
、
そ
し
て
彼
自
身
の
詩
作
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
先
走
っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
彼
は
こ
こ
で
ふ
た

た
び
「
食
事
の
あ
い
だ
」
為
さ
れ
た
芸
術
に
つ
い
て
の
レ
ン
ツ
の
会
話
に
も
ど
る
。
そ
の
会
話
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「
彼
は
全
く

我
を
忘
れ
て
い
た
」
(
肘
『

E
5
2
F岡
S
N
s
a
2
2ロ
)
と
い
う
句
で
あ
る

(毛
田
区
白
)
。
彼
と
は
、
「
芸
術
の
も
ろ
も
ろ
の
問
い

に
従
事
し
て
い
る
者
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
芸
術
家
レ
ン
ツ
」
で
も
あ
る
彼
、

つ
ま
り

「
芸
術
」

の
領
域
に
あ
る
レ
ン
ツ
で
あ
る

(
国

eEω)
。

「
芸
術
を
目
前
に
し
念
頭
に
お
く
者
」
は

「
忘
我
的
」
と
な
る
。

ツ
エ
ラ
I
ン
自
身

「
わ
た
し
は
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
リ
ュ
シ
!

ル
の
こ
と
を
思
い
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
(
国

5
3
、
そ
れ
は
一

見
す
る
と
、

「国
王
万
歳
/
」

と
い
う

「
反
語
」
を
発
し

た
と
き
の
リ
ュ
シ
l
ル
の
忘
我
を
想
起
せ
し
め
る
。
し
か
し
こ
の
レ
ン
ツ
の
忘
我
は
真
実
の
と
こ
ろ
リ

ュ
シ
l
ル
の
そ
れ
と
は
本
質

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
リ
ュ
シ
ー
ル
の
忘
我
は
自
ら
に
死
を
選
ぶ
と
い
う

「
自
由
の
行
為
」
、
非
人
間
的
な
現
実
に
反
対
す
る
「
一

歩
」
を
解
き
放
つ
が
、
芸
術
の
会
話
で
の
レ
ン
ツ
の
忘
我
は
単
に
一
時
的
な
「
よ
い
気
分
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
食

事
の
あ
と
カ
ウ
フ
マ
ン
か
ら
帰
郷
を
迫
る
父
親
の
手
紙
を
手
渡
さ
れ
た
と
き
も
叫
ぶ
。

「
こ
こ
を
去
れ
だ
っ
て
、
去
れ
だ
っ
て
?

安
川
ヘ
ワ
・

あ
そ
こ
で
気
が
狂
う
の
か
?

〔
:
:
:
〕
気
が
狂
っ
て
し
ま
う
/

ど
う
か
わ
た
し
を
そ
っ
と
し
て
お
い
て
く
れ
/
」

(当∞

Ea)
。
彼
の
忘
我
は
リ
ュ
シ
!
ル
の
よ
う
な
現
実
へ
の
「
一
歩
」
と
は
な
ら
な
い
。
芸
術
の
問
題
に
従
事
し
、
芸
術
家
で
あ



る
レ
ン
ツ
の
忘
我
は
、
同
時
に
現
実
か
ら
の
逃
避
で
も
あ
る
よ
う
な
単
な
る
「
わ
た
し
か
ら
の

H

遠
去
か
り
」
、
「
或
る
一
定
の
距
離
」

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

(
田
巴
ω)
。

町

深
淵
と
し
て
の
詩
作

詩
作
も
ま
た
、
リ
ュ
シ
l
ル
の
「
反
証
巴
に
お
け
る
よ
う
に
、
忘
我
的
と
な
る
瞬
間
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
詩
作
の
忘
我

は
「
芸
術
」
の
ひ
と
レ
ン
ツ
の
忘
我
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
へ
の
註
解
」
(
一
人
O
四
)

{
剖
}

に
語
ら
れ
る
最
極
端
の
苦
悩
に
お
け
る
忘
我
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
|
|
晩
年
の
ツ
エ
ラ
1
ン
は
、

一
九
六
三
年
の

『
誰
で
も

な
い
者
の
蓄
蔽
』

の
な
か
の
「
チ
ュ
l
ビ
ン
ゲ
ン
、

一
月
」
(
叶
三
§
h室、

LPS電
)

や

(--
N
N由
)
、

一
九
六
九
年
の
イ
エ
ル
サ
レ
ム
連

作
(
一
九
七
六
年
に
遺
稿
詩
集
『
時
の
屋
敷
』
と
し
て
刊
行
)

の
な
か
の
「
ぽ
く
は
葡
萄
酒
を
飲
む
」

(
E
E乏
で
で
ミ
)
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
(
国
呂
∞
)
、
第
二
次
ホ
ン
ブ
ル
ク
時
代
(
一
人
O
四
|
O
六
)

じ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
年
上
の
同
胞
ネ
リ
!
・
ザ
ッ
ク
ス
も
察
し
て
い
た
よ
う
で
、
彼
女
は
彼
を
「
わ
た
し
た
ち
の
時
代
の
へ

{
甜
)

ル
ダ
l
リ
ン
」
、
「
第
二
の
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
」
と
呼
ん
で
い
た
。
ツ
エ
ラ
1
ン
が
所
蔵
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
『
形
而
上
学
入
門
」

の
狂
気
の
へ
ル
ダ
l
リ
ン
に
自
分
が
き
わ
め
て
近
い
と
感

(
一
九
五
三
)

層』+」匹、

y
v
l
 

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
晩
年
の
詩
『
愛
ら
し
い
青
空
の
な
か
に
:
:
:
」
(
宮
丘
町
乞

R
Fミ
回
目
恥
是
-
・
・
)

か
ら
の
引
用
句
、

の
箇
所
に
下
親
が

「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
は
お
そ
ら
く
眼
が
一
つ
多
す
ぎ
た
」

(
ω
Z
N〕

ω
誌
)

(
釘
}

引
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
彼
は
、

の
な
か
の
、
「
眼
が
一
つ
多
す
ぎ
た
」

一
九
七
O
年
三
月
末
(
死
の
直
前
)
、

チ
ュ

l
ピ
ン
ゲ
ン
で
W
・
ピ

ン
ダ
l
の
講
演
「
へ

ル
ダ
1
リ
ン
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
」
を
聴
い
た
と
き
、

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
へ
の
註
解
」

の
な
か
の
、
「
苦
悩
の
最
極
端

詩
作
の
現
在
性

コすヨミ
三E



詩
作
の
現
在
性

プて

の
限
界
で
は
人
間
は
我
を
忘
れ
る
」
(
段
〉
印
N
O
N
)

と
い
う
た
だ

一
つ
の
文
章
を
メ
モ
し
た
と
い
う
。

ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
は
、
そ
の
よ

う
な
忘
我
、
「
意
識
を
止
揚
す
る
意
識
」
(
印
早
明
'
N
S
)

の
う
ち
で
、
苦
悩
す
る
魂
は
現
前
す
る
神
に
相
ま
み
え
る
と
解
釈
し
た
(
的
手

印
-N2)
。
リ
ュ
シ
!
ル
の
「
国
王
万
歳
/
」
と
い
う
句
に
、

ツ
4

ラ
1
ン
が
「
マ
ン
ド
ル
ラ
」

(
ζ
g
Eユ
国

)

の
な
か
に
立
つ
「
無
」

と
し
て
の
「
王
」
、
「
隠
れ
た
神
」
を
聞
き
と
っ
て
い
る
こ
と
(
日
-E
S
、
し
た
が
っ
て
「
反
語
」
は
ま
た
出
会
い
に
も
通
じ
う
る
と

考
え
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
詩
作
も
ま
た
芸
術
と
同
じ
よ
う
に
忘
我
的
と
な
り
、
忘
我
的
な
わ
た
し
と
と
も
に
、
「
無
気
味
な
も
の
」
、
「
異
質
の
も
の
」

の
境
域
を
歩
ん
で
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
ツ
エ
ラ
1
ン
は
自
明
的
な
こ
と
の
よ
う
に
、
「
や
は
り
芸
術
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
詩
作
」

と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
(
国
巴
ω)
。
し
か
し
詩
作
の
忘
我
が
芸
術
の
忘
我
と
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
や
リ
ユ

シ
ー
ル
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
己
を
解
き
放
つ
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
自
己
が
運
命
と
一
つ
に
な
っ
た
自
己
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
す
る
と
芸
術
は
「
詩
作
に
よ
っ
て
あ
と
に
さ
れ
る
べ
き
道
」
な
の
で
あ
る
(
国

E
S
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
芸
術
の
道
が
、
こ
れ
ま
で
ビ
ュ
ヒ
ナ
!
の
諸
作
品
に
即
し
て
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
問
題
的
で
あ
る
な
ら

ば
、
詩
作
は
も
と
も
と
こ
の
芸
術
の
道
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
疑
問
を
予
想
す
る
か
の
よ
う
に
、

ツ
エ
ラ
1
ン

は
、
「
わ
た
し
は
も
っ
と
別
の
も
っ
と
短
い

い
く
つ
か
の
道
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
(
国

E
S
。
だ
が
そ

れ
は
彼
自
身
の
道
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

連
発
さ
れ
る
問
い
の
形
で
示
唆
さ
れ
る
芸
術
と
詩
作
と
の
相
違
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
詩
作
も
ま
た
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
芸
術
と

同
じ
よ
う
に
、
無
気
味
な
も
の
、
異
質
の
も
の
の
境
域
を
歩
ん
で
い
く
。
し
か
し
詩
作
は
芸
術
の
道
を
あ
と
に
し
て
、
忘
我
が
同
時

に
個
体
化
、
そ
れ
も
歴
史
的
生
の
ほ
う
か
ら
の
個
体
化
で
あ
る
よ
う
な
自
己
の
「
解
き
放
ち
」
(
司
「

2
3
5開
)
に
至
り
う
る
と
い



う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』

で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
芸
術
は
こ
こ
で
も
「
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
、
詩
作
へ

の
通
過
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
リ
ュ
シ
1
ル
の
「
反
軍
巴
に
お
け
る
よ
う
な
、
忘
我
が
同
時
に
「
自
己
の
解
き
放
ち
」
と
な
る
よ
う
な
詩
作
的
な
瞬
間

は
、
小
説
『
レ
ン
ツ
』
の
な
か
に
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

探
し
求
め
ら
れ
る
の
は
、
「
芸
術
」

の
ひ
と
と
し
て
の
レ
ン
ツ
で
は
な
く
、
「
詩
作
」
の
ひ
と
と
し
て
の
レ
ン
ツ
、
彼
の
「
人
柄
」

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ツ
エ
ラ
l
ン
は
史
的
レ
ン
ツ
に
遡
り
、
断
片
に
留
ま
っ
た
こ
の
小
説
に
、
「
わ
た
し
た
ち
が
物
語
り
の
最
初

の
頁
で
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
柄
、
『
一
月
二

O
日
に
山
中
を
通
っ
て
い
っ
た
』
あ
の
レ
ン
ツ
、
〔
:
:
:
〕

ひ
と
り
の
わ
た
し
と

し
て
の
彼
」
を
求
め
る
。
そ
し
て
つ
い
に
リ
ュ
シ
1
ル
と
同
じ
よ
う
な
彼
の
「
反
語
」
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
「
た
だ
彼
に
時
お
り

不
快
だ
っ
た
の
は
、
彼
が
逆
立
ち
し
て
歩
く
こ
と

(
曲
三
宮
田
穴

O
R
間
各
ロ
)
が
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
」
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
で

あ
る
。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
こ
の
箇
所
を
二
度
引
用
し
、
そ
れ
に
彼
に
の
み
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
な
一
回
的
な
注
釈
を
つ
け
る
。
「
逆
立

ち
し
て
歩
く
者
、
紳
士
淑
女
の
皆
さ
ま
、
|
|
逆
立
ち
し
て
歩
く
者
、
そ
の
者
は
空
を
深
淵
と
し
て
自
ら
の
下
に
も
っ
て
い
る
の
で

す
」
(
回
忌
印
)
。

M
・
ヤ
ン
ツ
は
こ
の
箇
所
を
彼
女
の
や
り
方
で
社
会
批
判
的
に
解
釈
す
る
、

レ
ン
ツ
に
と
っ
て
は
逆
立
ち
歩
行
と
い
う
普
通
に
は

不
快
な
こ
と
の
ほ
う
が
快
ち
よ
く
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
自
ら
の
苦
悩
に
対
す
る
被
造
物
と
し
て
の
反
応
、

の
の
現
在
」
な
の
で
あ
る
と
。
「
そ
こ
で
不
条
理
な
の
は
次
の
事
実
、
つ
ま
り
レ
ン
ツ
の
自
己
同
定
、
彼
の
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、

つ
ま
り
「
人
間
的
な
も

人
間
た
ち
の
彼
岸
に
定
住
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
彼
の
『
反
語
」
は
、
彼
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
実
在

へ
の
批
判
で
あ
る
」
。
し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ツ
エ
ラ
1
ン
に
と
っ
て
は
、
逆
立
ち
歩
行
そ
の
こ
と
よ
り
も
、

詩
作
の
現
在
性

六
七



詩
作
の
現
在
性

フで
ノ、、

逆
立
ち
し
て
歩
く
者
の
下
に
空
が
深
淵
と
し
て
ぽ
っ
か
り
空
く
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
空
が
深
淵
と
し
て
空
く
こ
と
は
、

リ
ュ
シ
l
ル
の
答
え
な
き
「
な
ぜ
-
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
深
淵
と
し
て
の
天
は、

一
九
六
五
年
の
連
作

『息
の
結

日
間
』

で
は
、
天
そ
の
も
の
の
難
破
と
し
て
上
方
か

ら
眺
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
下
の
転
倒
が
わ
た
し
と
天
と
の
新
し
い
関
連
を
生
ん
で
い
る
。

の
な
か
の
一
つ
の
詩
「
地
上
に
向
か
っ
て
」

(
E
Zミ
sshash-23
ミ
S
R
S
)

地
上
に
向
か
っ
て
歌
わ
れ
た
マ
ス
ト
を
掲
げ
て

天
の
難
破
船
が
い
く
、

」
の
木
製
の
歌
に

お
ま
え
は
し
っ
か
り
歯
を
立
て
て
噛
み
つ
く
。

お
ま
え
は
歌
に
強
い

三
角
旗
。

(ロ
N
O
)

V 

詩
作
の
所
在

ツ
エ
ラ

1
ン
に
と
っ
て
、
道
は
芸
術
を
通
過
し
て
詩
作
へ
、
そ
し
て
詩
作
が
そ
こ
へ
と
集
め
ら
れ
る
詩
作
の
所
在
へ
と
通
じ
て
い



る
。
追
究
さ
れ
る
の
は
詩
作
の
所
在
で
あ
る
。
そ
こ
は
愛
す
る
ひ
と
の
処
刑
に
対
し
て
「
国
王
万
歳
/
」
と
い
う
不
条
理
な
叫
ぴ
を

発
し
た
リ
ュ
シ
l
ル
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
「
人
柄
」
が
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(
回
忌
串
)
。
し
か
し
人
柄
の
所
在
は
決
し

て
馴
れ
親
し
ん
だ
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
。
芸
術
の
領
域
に
も
自
動
機
械
や
メ
デ
ュ

1
サ
の
頭
と
い
う
無
気
味
な
も
の
、
異
質
の
も

の
が
属
し
た
が
、
レ
ン
ツ
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
詩
作
の
境
域
も
や
は
り
深
淵
と
い
う
異
質
の
も
の
が
出
会
わ
れ
る

と
こ
ろ
、
同
時
に
人
柄
の
他
性
が
際
立
つ
と
こ
ろ
、
「
ひ
と
り
の
|
|
異
質
に
思
わ
れ
る
|
|
わ
た
し
」
が
解
き
放
た
れ
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
(
国
・
】
担
)
。
す
る
と
芸
術
か
ら
詩
作
と
そ
の
所
在
へ
の
「
一
に
し
て
同
じ
方
向
に
お
い
て
」

二
つ
の
異
質
の
も
の
が
横

た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
芸
術
の
異
質
の
も
の
と
詩
作
の
所
在
に
お
け
る
異
質
の
も
の
と
の
相
違
は
、
芸
術
の
異
質
の

も
の
が
「
わ
た
し
か
ら
の
H

遠
去
か
り
」
を
要
求
し
て
現
実
と
の
対
決
や
ひ
と
と
の
出
会
い
を
不
可
能
に
す
る
の
に
対
し
、
詩
作

の
異
質
の
も
の
、
「
暗
さ
」
は
ま
さ
し
く
「
ひ
と
つ
の
出
会
い
」
を
可
能
に
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
(
国

H
S
a
E
m
)
。

し
か
し
、
同
じ
わ
た
し
の
解
き
放
ち
に
し
て
も
、

レ
ン
ツ
の
逆
立
ち
歩
行
へ
の
願
望
は
、
リ
ュ
シ
ー
ル
の
「
国
王
万
歳
/
一
よ
り

も
一
歩
先
に
歩
み
出
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
リ
ュ
シ
l
ル
の
「
反
語
」
は
何
と
い
っ
て
も
ま
だ
語
で
あ
っ
た
が
、

レ
ン
ツ
の

「
反
語
」
は
も
は
や
語
で
は
な
く
、
「
怖
ろ
し
い
押
し
黙
り
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
「
息
を
つ
か
せ
ず
、
語
に

詰
ま
ら
せ
る
」
(
国

5
3
。

詩
作
、
そ
れ
は
リ
ュ
シ
l
ル
に
お
い
て
、
「
息
つ
ま
り
方
向
と
運
命
」
、
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
」
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
詩
作
の
所
在
は
レ
ン
ツ
に
お
い
て
「
息
の
転
換
」
(
〉
丹
市

gzzm)
と
し
て
、

に
詰
ま
ら
せ
る
が
、
ひ
と
つ
の
転
換
の
可
能
性
を
字
む
瞬
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

つ
ま
り
ひ
と
に
息
を
つ
か
せ
ず
、

言苦

(
園
巴
印
)
。
息
が
方
向
と
運
命
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
息
の
転
換
」
は
方
向
の
転
換
、
運
命
の
転
換
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
c

そ
れ
は
歴
史
的
生
の
ほ
う
か
ら
個
体
化
さ
れ
、
新

詩
作
の
現
在
性

六
九



詩
作
の
現
在
性

-t 
o 

た
な
生
の
可
能
性
に
向
か
っ
て
進
む
異
質
の
わ
た
し
の
解
き
放
ち
で
あ
る
。

「
息
の
転
換
」
に
お
け
る
「
わ
た
し
の
解
き
放
ち
」
の
ほ
う
か
ら
し
て
初
め
て
、
芸
術
に
お
け
る
非
人
間
的
な
異
質
の
も
の
と
、

詩
作
に
お
け
る
出
会
い
を
助
け
る
異
質
の
も
の
が
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
お
そ
ら
く
詩
作
に
は
う
ま
く
い
く
の
で

つ
ま
り
深
淵
と
メ
デ
ュ

l
サ
の
頭
、
深
淵
と
自
動
機
械
が
、
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
方
向
の
う
ち
に
横
た

し
よ
う
か
。
異
質
の
も
の
、

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
|
|
お
そ
ら
く
詩
作
に
は
こ
こ
で
、
〔
芸
術
の
〕
異
質
の
も
の
と
{
詩
作
の
〕
異
質
の
も
の

を
区
別
す
る
こ
と
が
う
ま
く
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
メ
デ
ュ

i
サ
の
頭
は
収
縮
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く

こ
こ
で
自
動
機
械
は
役
に
立
た
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
|
|
こ
の
一
回
的
な
短
い
瞬
間
だ
け
?
」
(
国

5
2
)
。

詩
作
の
所
在
と
し
て
の
「
息
の
転
換
」
は
、
決
し
て
単
な
る
場
所
な
の
で
は
な
く
、
「
一
回
的
な
短
い
瞬
間
」
と
し
て
卓
抜
な
時

な
の
で
あ
る
。

ツ
エ
ラ
1
ン
は
こ
の

一
回
的
な
瞬
間
に
解
き
放
た
れ
る
「
わ
た
し
」
が
、
同
時
に
他
者
の
他
在
を
許
容
し
、
他
者
の

ほ
う
か
ら
個
体
化
さ
れ
る
「
わ
た
し
」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
「
お
そ
ら
く
こ
こ
で
、
わ
た
し
と
と
も
に
|
|
こ
こ
で
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
解
き
放
た
れ
た
異
質
に
思
わ
れ
る
わ
た
し
と
と
も
に
、
|
|
お
そ
ら
く
こ
こ
で
な
お
も
或
る
他
の
も
の
が
自

由
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
?
」
(
目

g
s
。

「
個
体
化
」
と
い
う
と
、
独
我
論
(
的
。
-
弓

5
2臼

)

の
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
こ
こ
で
解
き
放
た
れ
る
「
わ
た
し
」

は
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
世
哲
学
の
主
観
や
自
我
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
先
駆
的
覚
悟
性
に
お

い
て
最
も
自
己
的
な
自
己
と
し
て
開
示
さ
れ
る
実
存
で
も
な
い
。
川
・
ラ
ク
l

H
ラ
バ
ル
ト
は
そ
れ
を
人
間
で
も
、
人
間
性
で
も

な
く
、
「
人
間
的
な
も
の
」
と
、
つ
ま
り
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
の
人
聞
が
現
に
存
在
す
る
、
「
単
一
的
な
普
遍
」
と
し
て
の
人
間
的
な

{
担
}

も
の
と
解
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
わ
た
し
」
を
哲
学
的
に
支
持
し
が
た
い
矛
盾
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
は
な
い
。
ツ
エ



ラ
1
ン
の
言
は
、
詩
作
の
時
間
性
は
他
者
か
ら
時
熟
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
詩
作
の
所
在
か
ら
個
体
化

さ
れ
現
実
化
さ
れ
る
詩
の
時
間
性
格
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

VI 

詩
の
時
間
性
格

こ
こ
か
ら
は
詩
作
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
個
体
化
さ
れ
た
形
態
と
し
て
の
「
詩
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は

詩
作
の
所
在
と
し
て
の
「
息
の
転
換
」
に
お
い
て
初
め
て
詩
は
芸
術
か
ら
自
由
と
な
り
、
そ
れ
自
身
と
な
る
か
ら
で
あ
る
(
閏

-za)。

一
見
単
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
詩
の
諸
性
格
は
、
詩
の
時
間
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
連
関
し
て
い
る
。

川
既
在
か
ら
の
時
熟
I

|
詩
の
性
格
と
し
て
ま
ず
第
一
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
詩
が
そ
の
「
一
月
二

O
日
」
を
、
つ
ま
り
そ
の

運
命
的
な
「
日
付
」
を
記
憶
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る

(
己
呂
町
)
。
詩
の
「
日
付
」
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
詩
の
内
実
が
そ

こ
に
由
来
す
る
歴
史
的
現
実
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
レ
ン
ツ
が
山
中
を
通
っ
て
い
っ
た
一
月
二

O
日
は
、

M
-
ヤ
ン
ツ
の
指
摘
に
よ
れ

一
九
四
二
年
一
月
二

O
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
ヴ
ア
ン
ゼ
l
会
議
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
最
終
解
決
」
と
し
て
こ
の
民
族
の
絶
滅
が

(
国
}

決
定
さ
れ
た
日
付
で
も
あ
る
。
ツ
エ
ラ
l
ン
は
講
演
の
終
わ
り
で
語
る
、
「
わ
た
し
は
〔
:
:
:
〕
ひ
と
つ
の

「
一
月
二

O
日
』
か
ら
、

ばわ
た
し
の
『
一
月
二

O
日
」
か
ら
由
来
し
ま
し
た
」
と
(
巳

N2)
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
彼
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
た
め
ク
ラ
カ
ウ

経
由
で
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
た
一
九
三
八
年
一
一
月
に
経
験
し
、
「
外
岸
」

(
h白

n
E
S円
ミ
ミ
)

で
語
ら
れ
る
「
水
晶
の
夜
」
の
日
付

で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
(
日
・
民
主
。
詩
は
作
品
と
し
て
そ
の
背
後
に
遡
り
え
な
い
究
極
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
を
超
え
て
、

何
よ
り
も
ま
ず
自
ら
の
「
日
付
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
詩
の
「
日
付
」
は
、
た
だ
単
に
詩
の
内
実
の
由
来
を
意
味

詩
作
の
現
在
性
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す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
ブ
レ
l
メ
ン
講
演
で
も
「
詩
は
没
時
間
的
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
(
国
呂
町
)
、
詩
の
「
日

付
」
と
は
、
詩
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
謂
っ
て
い
る
。
ツ

エ
ラ
1
ン
に
お
い
て
は
詩
作
の
時
間
性
は

既
在
(
の
2
3
2
F
2)
か
ら
時
熟
す
る
。

間

将
来
へ
の
企
投
ー
ー
だ
が
「
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
詩
は
語
り
ま
す
」
と
彼
は
続
け
る

不
正
に
直
面
し
て
、
息
が
つ
け
ず
、
語
に
詰
ま
る
。
「
言
葉
は
今
や
そ
れ
自
身
の
答
え
の
な
さ
を
く
ぐ
り
抜
け
、
怖
ろ
し
い
押
し
黙

(
国
】
ま
)
。
詩
は
現
実
の
残
虐
と

り
を
く
ぐ
り
抜
け
、
死
を
も
た
ら
す
語
り
の
幾
千
も
の
閣
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
言
葉
は
く
ぐ
り
抜
け

て
い
き
な
が
ら
、
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
一
語
も
発
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
(
目
・
ぉ
日
)
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
は

語
る
。

さ
-

「
息
の
転
換
」
に
至
る
「
息
つ
ぎ
の
間
」
が
ど
れ
ほ
ど
長
引
く
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い

(
E
5
3
0
詩
は
自
ら
が
さ
ら
さ
れ

て
い
る
危
険
は
知
っ
て
い
る
。
実
際
今
日
の
詩
は
「
押
し
黙
り
へ
の
或
る
強
力
な
傾
斜
」
を
示
し
て
い
る

(国・

5
3
0
そ
し
て
こ

の
「
押
し
黙
り
」
(
〈
巾
B
E
g
g
s
)
と
い
う
語
は
、
ア
ド
ル
ノ
や
ガ
l
ダ
マ
ー
に
よ
っ
て
ツ
エ
ラ
l
ン
自
身
の
詩
の
発
展
に
関
係
づ

け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
こ
こ
で
い
わ
れ
る
詩
の
「
押
し
黙
り
へ
の
傾
斜
」
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
起
こ
っ
た
こ
と
、

言
い
え
な
い
こ
と
を
ま
え
に
し
て
、
押
し
黙
り
こ
そ
が
最
も
雄
弁
な
証
言
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
沈
黙
は
、
「
そ
れ
に
し
て
も
詩
は

語
る
」
こ
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
部
分
と
な
っ
た
沈
黙
で
あ
る
。
こ
う
し
て
詩
は
今
日
ま
す
ま
す
「
す
で
に
H

も
は
や
H

な
い
」
ハ、、

押
し
や
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
反
誼
巴
に
よ
っ
て
「
い
ま
も
H

な
お
」

へ
自
ら
を
連
れ
も
ど
し
、
「
そ
れ
自
身
の
は
ず
れ
に
立

つ
」
の
で
あ
る
(
自

同

由

叶

)

。

そ
の
よ
う
な
詩
の
自
己
主
張
の
言
葉
は
、
「
端
的
な
言
葉
」
で
も
、
「
呼
応
」
で
も
な
く
、
「
現
実
化
さ
れ
た
言
葉
、
し
か
も
ひ
と



つ
の
個
体
化
の
し
る
し
の
も
と
で
解
き
放
た
れ
た
言
葉
」
と
捉
え
ら
れ
る

詩
の
言
葉
が
「
端
的
な
言
葉
」
つ
ま
り
言
語
一
般
で
な
い
こ
と
は
容
易
に
領
け
る
。
詩
は
レ
ン
ツ
の
「
押
し
黙
り
」
と
い
う
「
息

(田・】宕)。

の
転
換
」
か
ら
し
て
初
め
て
個
体
化
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
次
に
ツ
エ
ラ
l
ン
が
引
用
符
を
付
し
て
否
定
し
て
い
る
「
呼
応
」

モ
ノ
ロ
ー
グ

(
何
己
的
官
『
巾
円
宮
口
問
)
と
い
う
語
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
根
本
語
で
あ
る
。
彼
は
ノ
ヴ
ァ
l
リ
ス
と
と
も
に
言
葉
を
独
自
と
し
て
捉
え
、

言
葉
は
た
だ
そ
れ
自
身
と
の
み
語
る
と
、
そ
し
て
人
間
の
語
り
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
へ
の
「
呼
応
」
に
成
り
立
つ
と

(
幻
}

思
惟
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
言
葉
の
「
日
付
」
に
よ
る
個
体
化
の
可
能
性
を
重
視
す
る
。
そ
の
可
能
性
の
制
約
は
、

「
自
分
が
自
ら
の
存
在
の
傾
斜
角
、
自
ら
の
被
造
性
の
傾
斜
角
の
も
と
で
語
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
」
よ
う
な
詩
人
の
態
度
の

う
ち
に
あ
る
(
田
昌
叶

)
o
l
l
-端
的
な
言
葉
」
と
は
そ
の
被
造
性
の
重
み
に
よ
っ
て
傾
斜
す
る
こ
と
の
な
い
「
芸
術
」

の
思
想
も
ま
た
「
己
れ
の
実
存
の
特
殊
な
傾
斜
角
」
(
国
民
∞
)
を
忘
れ
て
い
る
点
で
は
、

の
言
華
ポ
で

あ
り
、
「
呼
応
」

ツ
エ
ラ
l
ン
に
と
っ
て

「
芸
術
」
の
立
場
に
属
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
詩
の
言
葉
は
、
「
形
態
と
な
っ
た
個
別
者
の
言
葉
」
な
の
で
あ
る

(
E
5
5
0

し
た
が
っ
て
詩
の
語
り
は
つ
ね
に
「
た
だ
自
ら
の
自
己
的
な
、
最
も
自
己
的
な
事
柄
に
お
い
て
の
み
」
。
語
る
。
し
か
し
こ
の
「
最

も
自
己
的
な
事
柄
」
は
単
な
る
自
己
同
一
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
の
「
日
付
」
を
書
き
込
ま
れ
、
既
在
か
ら
時
熟
す
る
事

柄
と
し
て
「
或
る
他
の
も
の
の
事
柄
に
お
い
て
」
語
る
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
或
る
全
く
他
の
も
の
の
事
柄
に
お
い
て
」
語
る
こ
と
に

な
る
か
も
知
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
(
田
昌
∞
)
。
ツ
エ
ラ
1
ン
は
こ
の
「
全
く
他
の
も
の
」
を
「
ひ
と
つ
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
助
辞
」

と
言
い
か
え
て
、
そ
れ
が
名
づ
け
え
な
い
「
神
」
を
指
す
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
は
、
道
は
直
接
「
全

つ
ま
り
神
と
の
避
遁
へ
は
通
じ
て
お
ら
ず
、

N
-
ザ
ッ
ク
ス
を
介
し
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
(
〈
町
一

-
E号
F

E
苦
何
言
内
ど
芦
目
白
鳥
)
、
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
あ
ま
り
遠
く
な
い
、
ひ
と
つ
の
全
く
近
い
他
の
も
の
」

く
他
の
も
の
」

つ
ま
り
ひ
と
と
の
出
会
い
を

詩
作
の
現
在
性
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ペェ

"" 

通
し
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
彼
は
付
言
す
る

(
田
沼
町
内
)
。

ツ
エ
ラ
1
ン
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
の
解
き
放
ち
は
、
同
時
に
「
他
の
も
の
」
の
解
き
放
ち
で
あ
り
、
「
最
も
自
己
的
な
事
柄
」

は
同
時
に
「
或
る
他
の
も
の
の
事
柄
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
リ
ュ
シ
l
ル
の

「国
王
万
歳
/
」
や
レ
ン
ツ
の
逆
立
ち
歩
行
に
お

い
て
解
き
放
た
れ
る
「
わ
た
し
」
は
、

最
極
端
の
苦
悩
を
く
ぐ
り
抜
け
、
「
日
付
」
の
ほ
う
か
ら
個
体
化
さ
れ
る
自
己
で
あ
り
、
し

か
も
そ
の
苦
悩
の
源
た
る
現
実
に
対
す
る
答
え
な
き
「
反
五巴

と
し
て
他
在
の
ほ
う
か
ら
そ
の
他
在
の
他
性
を
あ
く
ま
で
意
の
ま
ま

に
し
え
な
い
ま
ま
に
個
体
化
さ
れ
る
自
己
だ
か
ら
で
あ
る
。
「詩
は
ー
ー
そ
の
よ
う
な
諸
思
想
の
も
と
に
滞
留
し
ま
す
。
も
し
く
は

希
望
し
ま
す
。
|
|
{
こ
の
諾
は
〕
被
造
物
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
べ
き
語
で
す
」
(
国

HS
)
。
詩
は
自
ら
の

「日
付
」
を
「
今
日
的

な
も
の
の
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
た
め
に
記
憶
す
る
。
詩
は
「
他
の
も
の
」
に
向
か
っ
て
進
む
。
そ
の
よ
う
に
し
て
詩
は
将
来

(NEW
ES

(3) 向
か

4っ

て
〈
iι 

投
す
る

「
現
在
に
し
て
現
前
」
と
し
て
の
詩
の
本
質
|
|
詩
は
自
ら
の
「
日
付
」

を
記
憶
し
つ
づ
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

「押
し
黙
り

へ
の
傾
斜
」
を
示
す
。
そ
れ
に
し
て
も
詩
は
語
る
。
し
か
も
「
今
日
的
な
も
の
の
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
た
め
に
語
る
。
そ
の
よ
う
に

既
在
か
ら
時
熟
し
、
将
来
に
向
け
て
企
投
す
る
詩
の
最
内
奥
の
本
質
が
「
現
在
に
し
て
現
前
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
不
思

(
国
冨
∞
)
。
ツ
エ
ラ
l
ン
所
蔵
の
フ

ッ
サ
l
ル
の

『内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
」
(
一九
二
人
)
に
は
、
「
ポ
エ
ジ
ー
の

時
間
種
別
と
し
て
の
現
在
」
と
い
う
欄
外
書
込
み
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
」
で
あ
る
。
し
か
し
ツ

エ
ラ
ー

ン
は
こ
こ
で
現
在
(
の
巾
問

2
3え
)
と
い
う
語
と
一
緒
に
現
前

(苛吋珍

gN)
と
い
う
ラ
テ
ン
語
も
挙
げ
て
い
る。

彼
に
お
い
て
詩
が

議
で
は
な
い

そ
の
形
態
と
真
理
を
獲
得
す
る
の
は
、

「
日
付
」
か
ら
個
体
化
さ
れ
た
「
個
別
者
の
現
存
在
」
か
ら
で
あ
る
が

(
〈
-Sω
)、
詩
は
起

こ
っ
た
こ
と
を
現
在
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
解
き
放
た
れ
た
個
別
者
の
表
象

(「3
E
g
g
s
z
o)
つ
ま
り
リ
ュ

シ
1
ル
的
な
愛



に
よ
る
知
覚
に
こ
と
さ
ら
に
現
前
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
個
別
者
へ
の
「
現
在
に
し
て
現
前
」

の
う
ち
に
、

ツ
エ
ラ
l
ン
は
「
出
会
い
」

の
可
能
性
を
み
て
い
る
。
出
会
い
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ブ
レ
l
メ
ン
講
演
で
語
ら
れ
て
い
た
読
者
と
の
出
会
い
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
詩
と
詩
が
語
る
も
の
と
の
出

会
い
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
詩
は
孤
独
で
す
」
。
そ
れ
は
リ
ュ
シ
l
ル
が
、

レ
ン
ツ
が
そ
の
「
息
の
転
換
」
に
お
い
て
孤
独
だ
っ
た

の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
詩
は
途
中
に
あ
り
ま
す
」
。
そ
れ
は
「
レ
ン
ツ
』
に
お
け
る
ピ
ュ
ヒ
ナ
!
自
身
の
声
の
よ
う
に
、

「
詩
に
は
そ
れ
を
書
く
者
が
と
も
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
(
閏
呂
∞
)
。

詩
の
現
実
化
、
詩
人
が
知
覚
し
、
問
い
か
け
、
語
り
か
け
る
「
他
の
も
の
」
と
の
出
会
い
と
対
話
は
、
次
の
よ
う
な
行
程
で
あ
る
。

ま
ず
詩
は
「
他
の
も
の
」
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
。
詩
に
と
っ
て
は
、

い
か
な
る
物
、

い
か
な
る
人
間
も
、
「
他
の
も
の
」
の
一

形
態
で
あ
り
、
詩
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
「
注
意
」
を
向
け
る
。
詩
の
注
意
は
、

レ
ン
ツ
が
語
っ
た
被
造
物
の
美
学
に
お
け
る
「
き

わ
め
て
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
の
生
命
」
の
「
引
き
つ
り
」
や
「
ほ
の
め
か
し
」
に
向
か
う
(
者
∞
区
串
)。

そ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
愛
に
よ
っ
て
「
耳
を
そ
ば
だ
て
、
よ
く
見
て
い
る
」
リ
ュ
シ
1
ル
が
夫
カ
ミ
|
ユ
に
向
け
る
注
意
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

詩
の
注
意
は
、
「
芸
術
」
に
お
け
る
外
的
な
日
付
へ
の
注
意
で
は
な
く
、
存
在
の
傾
斜
角
を
成
す
よ
う
な
「
わ
た
し
た
ち
の
す
べ
て

の
日
付
を
記
憶
し
つ
づ
け
る
集
中
」
で
あ
る

(
田
昌
∞
)
。

「
日
付
」

へ
の
集
中
的
な
注
意
に
よ
っ
て
、
詩
は
「
対
話
」
と
な
る
。
「
こ
の
対
話
の
空
間
に
お
い
て
初
め
て
、
語
り
か
け
ら
れ

た
も
の
が
構
成
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
語
り
か
け
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
に
語
り
か
け
、
そ
れ
を
名
づ
け
る
わ
た
し
の
廻
り
に
集
め

ら
れ
ま
す
」
(
回
忌
∞
)
。
す
で
に
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ツ
エ
ラ
1
ン
に
お
い
て
は
、
詩
は
一
方
で
実
在
に
関
係
的
で
あ
り
、
歴
史

的
現
実
に
よ
っ
て
「
日
付
」
を
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
現
実
は
す
で
に
現
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
詩
に
お
け
る

詩
作
の
現
在
性
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「
他
の
も
の
」
と
の
対
話
を
通
し
て
企
投
さ
れ
、
探
し
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
詩
の
所
在
、
現
実
が
そ
こ

へ
と
集
め
ら
れ
、
内

化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
し
て
改
め
て
構
成
さ
れ
る
尖
端
、
「
詩
が
形
態
と
真
理
を
獲
得
す
る
よ
う
な
中
心
」、

そ
れ
は
ツ
エ
ラ
1
ン
に
お

い
て
は
、
詩
人
と
い
う
、
「
日
付
」
か
ら
個
体
化
さ
れ
た
個
別
者
の
現
存
在
な
の
で
あ
る
(
〈
包
〈
-Sω
)。

そ
の
よ
う
な
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
詩
の
所
在
は
、
ふ
た
た
び
「
現
在
」
と
、
し
か
し
さ
ら
に

一
層
限
定
さ
れ
て
「
此
処
と
今
」
、

「
ひ
と
つ
の
一
回
的
な
点
的
な
現
在
」
と
捉
え
ら
れ
る

(
回
忌
箆
)
。
そ
こ
で
は
同
時
に
他
の
も
の
の
他
在
、
他
の
も
の
の
最
も
自

己
的
な
も
の
が
と
も
に
語
ら
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
そ
の
も
の
の
時
」
と
言
い
か
え
ら
れ
る
(
国

H
S)。
こ
こ
で
い
わ
れ
る

「時
」
、

そ
れ
は
一
八
O
四
年
に
ヘ
ル
ダ
1
リ
ン
が
解
釈
し
た
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
、

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
そ
の
苦
悩
の
う
ち
に
全
身
で

感
じ
と
っ
た
時
を
想
起
せ
し
め
る
。
「
し
か
し
時
が
苦
悩
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
る
と
き
、
時
は
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
心
情
は
む
し
ろ
時
の
変
遷
を
と
も
に
感
じ
な
が
ら
そ
れ
に
従
い
、
こ
う
し
て
単
純
な
時
刻
の
歩
み
を
把
握
す
る
か
ら
で
あ

る」

B
E
m
a
g∞
)
。
詩
は
他
の
も
の
に
「
そ
の
も
の
の
時
」
を
語
ら
し
め
る
。
諸
物
の
「
何
処
か
ら
」

と
「
何
処
へ
」

へ
の
問
い

の
も
と
に
あ
る
。
そ
の
所
在
は
「
未
解
決
の
ま
ま
に
留
ま
る
」
、
「終
わ
り
に
到
達
し
な
い
」
、
「
開
け
と
空
虚
と
開
け
た
場
所
」

(E
M

O
同宮市

E
ι
Z
R巾

E品
司

『

2)
を
指
示
す
る
(
閏
-
H
U
U
)

。
こ
の
「
開
け
」
が
リ
ル
ケ
の
そ
れ
か
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
の
そ
れ
か
は
議

論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ツ
エ
ラ
1
ン
の
「
開
け
」
は
第

一
義
的

に
諸
物
の
被
造
性
に
密
着
し
た
そ
の
未
解
決
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
未
解
決
性
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
ウ
ト

ピ
ー
へ
の
願
望
を
苧
む
で
あ
ろ
う
。
「
ー
ー
ー
わ
た
し
た
ち
は
は
る
か
か
な
た
の
外
に
出
て
い
ま
す
。

詩
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
所
在
を

も
探
し
求
め
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
」
(
国
E

U
)

。

こ
の
よ
う
な
ツ
エ
ラ
l
ン
の
詩
の
構
想
か
ら
し
て
、
「
絶
対
的
な
詩
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
こ
と
、
あ
り
え
な
い



こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
の
は
た
だ
「
現
実
の
詩
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
語
り
出
る
問
い
か
け
や
語
り
か
け
に
す
ぎ
な

ぃ
。
そ
の
よ
う
な
現
実
の
詩
に
お
い
て
は
、
諸
形
象
は
「
日
付
」
を
記
憶
し
、
歴
史
的
、

一
回
的
に
の
み
知
覚
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
没
時
間
的
、
非
歴
史
的
な
既
存
の
ト
ロ
ポ
ス
や
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
あ
り
え
な
い
。
す
る
と
詩
は
、
「
す
べ
て

の
替
輸
や
隠
喰
が
不
条
理

(
包
曲
Z
E
E
E
B
)

導
れ
よ
う
と
す
る
所
在
」
な
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る

(
国
巴
ゆ
)
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
決
し
て
諸
形
象
の
廃
棄
を
意
味
し
な
い
。
た
だ
現
実
の
詩
に
お
い
て
は
自
ら
の
「
日
付
」
を
記
憶
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
「
人
間
的
な
も
の
の
現
在
の
た
め
に
証
言
す
る
不
条
理
の
威
厳
」
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ツ
エ
ラ
l
ン
の
詩
に

し
て
も
メ
タ
フ
ァ
l
に
満
ち
て
い
る
。
た
だ
彼
の
詩
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
存
在
の
「
根
」
は
空
中
に
あ
り
、
「
難
破
船
」
は
天
を

い
く
。
彼
は
生
涯
、
自
分
が
「
古
い
メ
タ
フ
ァ
ー
を
操
る
ひ
と
」
と
し
て
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
ス
の
伝
統
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
、
抗

し
つ
づ
け
た
と
い
う
。

四

ウ

ト

ピ

l

非
所
在
と
し
て
の
詩
の
所
在

「
ト
ポ
ス
研
究
?
」
と
ツ
エ
ラ
l
ン
は
突
然
自
問
す
る
。
こ
の
語
は
、

一
九
六
O
年
一
一
月
一
日
付
の
ベ
ッ
ゲ
ラ
l
宛
書
簡
に
よ

ベ
ッ
ゲ
ラ
l
の
論
文
「
詩
作
の
理
論
と
ト
ポ
ス
研
究
」
を
念
頭
に
お
い
て
言
わ
れ
た
語
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
さ
し

れ
ば
、

あ
た
っ
て
E
・
R
-
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
以
来
の
文
学
史
的
な
モ
テ
ィ
l
フ
研
究
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
文
学
史
的
な
ト
ポ
ス

研
究
は
「
重
ア
ク
セ
ン
ト
」

の
問
い
で
あ
っ
て
、

ツ
エ
ラ
1
ン
の
「
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
」

の
問
い
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
の

語
を
文
学
史
的
な
意
味
で
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
所
在
探
求
」

(
O「
寸

ω
E
各
市
)
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

詩
作
の
現
在
性

七
七



詩
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在
性

-t ノ、

れ
は
彼
自
身
の
詩
作
の
所
在
探
求
で
あ
る
。
し
か
し
ツ

エ
ラ
l
ン
は
そ
れ
を
「
ウ
H

ト
ピ
l
の
光
に
お
い
て
」
為
す
と
い
う

(
回

-zs。
ウ
"
ト
ピ
l

(cagB)
と
は
、
文
字
通
り
受
け
と
れ
ば
、
非
所
在

(
Z戸
円
『
寸

O
『

門

)

つ
ま
り
実
在
の
う
ち
に
あ
り
は
し

な
い
所
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ウ
H

ト
ピ
l
の
光
に
お
け
る
」
所
在
探
求
と
は
、
そ
の
所
在
が
実
在
の
う
ち
に
あ
る
か
ど
う

か
は
問
題
と
し
な
い
、
し
か
し
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
窓
辺
に
差
し
込
む
「
光
」

の
よ
う
に
(
〈
同
一
位
〉

E
-Bω
)、
遠
い
将
来
と
し
て

で
は
な
く
、
「
今
日
的
な
も
の
の
鋭
ア
ク
セ
ン
ト
」
の
も
と
で
為
さ
れ
る
所
在
探
求
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
所
在
探
求
に
お
い
て
非
所
在
を
探
求
す
る
と
い
う
自
ら
の
要
求
の
大
き
さ
に
驚
い
た
よ
う
に
、

ツ
エ
ラ
l
ン
は
講
演
の
向

き
を
変
え
、
要
約
を
し
始
め
る
。
「
芸
術
」
か
ら
始
め
て
、
そ
れ
を
通
過
し
て
「
詩
作
」
と
「
詩
作
の
所
在
」
に
至
り
、
そ
こ
か
ら

現
実
化
さ
れ
た
「
詩
」

の
本
質
を
追
究
す
る
彼
の
歩
み
は
、
「
ひ
と
つ
の
円
環
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

(
国
・

8
0
)
そ
れ
は
こ
の

講
演
の
タ
イ
ト
ル
「
子
午
線
」
を
示
唆
す
る
最
初
の
言
及
で
あ
る
と
と
も
に
、

異
質
の
も
の
を
通
過
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
自
己

自
身
と
の
出
会
い
を
示
唆
す
る
語
で
も
あ
る
。

そ
の
歩
み
は
メ
ル
シ
l
ル
の
「
芸
術
ヲ
拡
張
セ
ヨ
/
」
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
句
は
、

従
来
芸
術
の
描
写
に
値
し
な
い
と
思
わ
れ

て
い
た
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
に
ま
で
も
芸
術
の
描
写
を
拡
張
せ
よ
と
要
求
す
る
被
造
物
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
ツ
エ
ラ
1
ン
は
メ
ル
シ
l
ル
の
道
を
採
ら
ず
に
、
む
し
ろ
リ
ュ
シ
1
ル
の
「
反
証
巴
に
お
け
る
詩
作
の
道
を
選
ん
だ
。
そ
れ

は
彼
が
講
演
そ
の
も
の
に
お
い
て
歩
ん
だ
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
道
は
、
「
芸
術
を
拡
張
す
る
の
か
?

否
。
そ
う
で
は
な
く
、

芸
術

と
と
も
に
お
ま
え
の
最
も
自
己
的
な
狭
さ
の
う
ち
に
歩
み
入
れ
。
そ
し
て
お
ま
え
を
解
き
放
て
」
と
い
う
道
で
あ
っ
た

(閏
-Ng)。

そ
の
「
最
も
自
己
的
な
狭
さ
」
か
ら
、
彼
は
ひ
と
つ
の
開
け
に
、
そ
し
て
ウ
ト
ピ
1
に
到
達
し
た
。

こ
こ
で
「
詩
作
、
紳
士
淑
女
の
皆
さ
ま
、
た
だ
死
す
べ
き
性
と
徒
労
と
の
こ
の
限
り
な
き
語
り
/
」
と
嘆
息
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ



は
決
し
て
詩
作
に
対
す
る
単
な
る
ス
ケ
プ
シ
ス
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
は
「
怖
ろ
し
い
押
し
黙
り
」

へ
の
傾
斜
を
示
し
な
が
ら
も
、

し
か
も
な
お
人
間
性
、
被
造
性
の
現
在
の
た
め
に
「
詩
は
そ
れ
自
身
の
は
ず
れ
で
自
己
を
主
張
す
る
」
と
語
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
ブ
レ
l
メ
ン
講
演
で
い
わ
れ
た
詩
の
掲
げ
る
要
求
、
時
を
く
ぐ
り
抜
け
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
時
と
は
別

の
現
実
を
限
り
な
く
探
し
求
め
る
「
無
限
性
の
要
求
」
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
(
田
区
町
)
。

た、出
ち、会
」し3

(;iの
三例
言と
乏し

て
の
な
か
の

つ
で
あ
る。

ツ
エ
ラ
l
ン
は
、
自
身
の
詩
か
ら
、
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
賞
講
演
の
中
心
思
想
を
含
み
、
異
質
の
も
の
の
経
験
を
介
し
た
自
己
自
身
と
の

の
連
作
「
声

一
つ
の
四
行
詩
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
こ
の
講
演
の
前
年
の

一
九
五
九
年
の
詩
集

『
一
言
葉
の
格
子』

イ
ラ
ク
サ
の
道
か
ら
の
声
た
ち

l
l

逆
立
ち
し
て

わ
た
し
た
ち
の
ほ
う
へ
歩
い
て
お
い
で
。

ラ
ン
プ
を
も
っ
て
ひ
と
り
い
る
者
は
、

読
み
と
る
の
に

手
し
か
も
っ
て
い
な
い
。

(円

広

叶

)

し
か
し
今
こ
の
講
演
で
イ
タ
リ
ッ
ク
で
強
調
さ
れ
る
の
は

「
声
た
ち」

た
し
た
ち
の
ほ
う
へ
歩
い
て
お
い
で
J

そ
れ
は
明
ら
か
に
レ
ン
ツ
を
想
起
せ
し
め
る
。
逆
立
ち
し
て
、

で
は
な
く
、

む
し
ろ
二
行
目
で
あ
る
。

「逆
立
ち
し
て

わ、

つ
ま
り
両
手
で

(E片
品
巾
口

国
吉
号
ロ
)
歩
く
者
は
、

レ
ン
ツ
の
願
望
と
同
じ
よ
う
に
、
頭
で

(
E
Z
3
5又
)
歩
く
者
、
そ
し
て
空
を
深
淵
と
し
て
自
ら
の
下

詩
作
の
現
在
性

-t= 
ブし



詩
作
の
現
在
住

ノ、
Cコ

に
も
つ
者
で
あ
る
。
そ
の
両
手
の
下
に
は
腕
の
あ
る
イ
ラ
ク
サ
が
一

面
に
生
え
て
い
て
、

そ
こ
を
逆
立
ち
し
て
歩
く
と
、
両
手
は
ヒ

リ
ヒ
リ
痛
む
。
手
は
ツ
エ
ラ
l
ン
に
と

っ
て
詩
で
あ
る
(
〈
区
日

H3)
。
す
る
と
イ
ラ
ク
サ
の
う
え
を
逆
立
ち
し
て
歩
く
者
の
道
は
、

時
と
歴
史
を
く
ぐ
り
抜
け
て
い
く
詩
の
道
で
あ
り
、
そ
の
手
つ
ま
り
詩
に
は
イ
ラ
ク
サ
の
痕
が
、
「
日
付
」
が
刻
み
込
ま
れ
る
。
「
ラ

ン
プ
を
も
っ
て
ひ
と
り
い
る
者
」
は
、
詩
作
の
所
在
に
、

「最
も
自
己
的
な
狭
さ
」
に
あ
る
者
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
読
ま
れ

る
べ
き
本
と
で
な
く
、
「
日
付
」

の
刻
ま
れ
た
自
身
の
手
を
直
視
し
、
自
身
と
対
決
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

疎
外
、
異
質
性
の
経
験
を
介
し
た
自
己
と
の
出
会
い
の
も
う

一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
エ
ン
ガ
l

デ
ィ
ン
で
の
ア
ド
ル
ノ
と
の
出
会
い
を
基
に
し
た
、
一
九
五
九
年
の
『
山
中
の
対
話
』
(の
ご
マ
待
旨
言
む
さ
h
)

で
あ
る

(閏
-H
Sーミ
ω
)
。

一
月
二

O
日
に
山
中
を
通
っ
て
い
っ
た
レ
ン
ツ
と
の
関
連
が
も
う
一
度
指
摘
さ
れ
る

(
国
'
N
O
H
)

。

こ
こ
で
ツ
エ
ラ
1
ン
は
ふ
た
た
び
詩
の
道
に
つ
い
て
思
い
を
回
ら
し
、
詩
は
自
己
自
身
と
の
出
会
い
の
た
め
の

「
廻
り
道
」
に
す

ぎ
な
い
の
か
と
問
う
。
し
か
し
す
で
に
プ
レ
l
メ
ン
講
演
で
言
わ
れ
て
い
た
、「
し
か
し
廻
り
道
、
そ
れ
は
一
体
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
?
」
と
(
国
冨
印
)
。
彼
は
ピ
ュ
ヒ
ナ
1
の
諸
作
品
を
通
し
て
こ
そ
、
自
己
自
身
と
の
出
会
い
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

講
演
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
ピ
ュ
ヒ
ナ
l
の
出
版
批
判
的
な
問
題
に
立
ち
入
っ
た
あ
と、

い
よ
い
よ
ト
ポ
ス
研
究
が
企
て
ら
れ
る
。

彼
は
地
図
の
う
え
に
、
史
的
レ
ン
ツ
や
そ
の
出
版
者
K
・
E
-
フ
ラ
ン

ツ
ォ
ス
や
ピ

ュ
ヒ
ナ
l
の
も
と
で
出
会
っ
た
者
た
ち
の
出
身

地
、
と
り
わ
け
自
身
の
出
身
地
を
探
す
。
そ
れ
を
普
通
の
地
図
の
う
え
に
で
は
な
く
、
見
つ
け
や
す
い
よ
う
に
、

彫
塑
的
に
作
ら
れ

絵
画
的
に
描
か
れ
た
「
子
供
用
地
図
」
の
う
え
に
探
す
。
探
す
指
は
見
出
し
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
、
し
か
し
ま
た
見

出
し
た
い
と
い
う
期
待
か
ら
震
え
、
「
不
精
確
」
と
な
る
。
そ
し
て
つ
い
に
ツ
エ
ラ
1
ン
は
言
う
、
「
こ
れ
ら
の
所
在
の
う
ち
の
ひ
と

つ
も
見
出
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
あ
り
は
し
な
い
の
で
す
」

と
(
園
N
O
N)

。



し
か
し
彼
は
た
だ
ち
に
続
け
る
。
「
し
か
し
わ
た
し
は
ど
こ
に
そ
れ
ら
が
、
と
り
わ
け
今
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
知
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
:
:
:
わ
た
し
は
何
か
を
見
出
し
ま
す
/
」
。
彼
が
見
出
し
た
も
の
は
、
「
結
び
つ
け
る
も
の
、
そ
し
て
詩
の
よ
う
に
出

会
い
に
導
く
も
の
」
で
あ
り
、
「
何
か
|
|
言
葉
の
よ
う
に
|
|
非
質
料
的
な
も
の
、
し
か
し
地
上
的
な
も
の
、
陸
上
的
な
も
の
、

何
か
円
環
の
形
を
し
た
も
の
、
両
極
を
越
え
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
帰
還
し
て
い
く
も
の
、
そ
し
て
そ
の
際
に
|
|
晴
れ
や
か
な
仕

方
で

l
l熱
帯
を
横
切
る
も
の
」
で
あ
る

消
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
に
も
読
め
る
。
そ
れ
は
「
ひ
と
つ
の
子
午
線
」
で
あ
る

(
E
8
8
0

(
国
-
N
O
N
)

。
「
熱
帯
を
横
切
る
も
の
」
富
市
甲
ロ
ヨ
ロ
ロ
E

『円
z
r
「2
N巾口且巾)
は
「
隠
轍
を
抹

こ
の
よ
う
な
ツ
エ
ラ
l
ン
の
言
か
ら
、
彼
が
「
子
午
線
」
の
も
と
に
意
味
し
て
い
る
も
の
は
、

山
「
詩
の
よ
う
に
出
会
い
へ
導
く

も
の
」
、

つ
ま
り
「
絶
対
的
な
詩
」
で
は
な
く
、
「
対
話
」
を
本
質
と
す
る
詩
の
境
域
、
同
言
葉
の
よ
う
に
「
非
質
料
的
」
で
は
あ
る

つ
ま
り
自
ら
の
存
在
と
被
造
性
の
傾
斜
角
の
も
と
に
あ
る
個
体
化
さ
れ
た
言
葉
の
境
域
、
間
「
そ
れ
自
身

つ
ま
り
さ
き
に
「
ひ
と
つ
の
円
環
」
と
さ
れ
た
詩
作
の
道
で
あ
る
。
そ
こ
は
隠
輸
が
抹
消
さ
れ
、

が
「
地
上
的
な
も
の
」
、

の
う
ち
に
帰
還
し
て
い
く
も
の
」
、

不
条
理
ニ
導
か
れ
る
所
在
で
あ
る
。

「
子
午
線
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ

l
は、

N
-
ザ
ッ
ク
ス
か
ら
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
!
は

一
九
五
七
年
以
来
彼
女
の
詩
集
に
実
証
で
き
、

一
九
五
九
年
一

O
月
二
八
日
付
の
彼
女
の
ツ
エ
ラ
1
ン
宛
書
簡
に
も
、
「
パ
リ
と
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
と
の
あ
い
だ
を
、
苦
痛
と
慰
め
の
子
午
線
(
号
「富
市『
-e自
己
2
ω
n
F
B
巾『
N

巾帥

E
E
ι
g
P
8
5
)
が
走
っ
て
い
ま
す
」

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六

一
年
八
月
三
O
日
付
の

0
・ペ

ッ
ゲ
ラ
l
宛
書
簡
で
、
講
演
「
子
午
線
」
に
つ
い
て
、
「
わ
た
し

に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
|
|
と
り
わ
け
l
l対
話
を

(お
そ
ら
く
唯
一
m

り
)
可
能
性
と
し
て
想
起
せ
し
め
る
こ
と
で
し
た
。

ま
た
ツ
エ
ラ
l
ン
は
、

詩
作
の
現
在
性

ノ、



詩
作
の
現
在
性

ノ、、

人
間
た
ち
の

E
い
へ
の
向
き
あ
い

(
と
そ
の
と
き
初
め
て
可
能
と
な
る
詩
人
)
」
と
語
っ
て
い
る
。

『誰
で
も
な
い
者
の
蕃
蔽
』
の
結
び
の
詩
「
空
中
に
」
に
は
歌
わ
れ
て
い
る
。

か
れ
と
と
も
に

子
午
線
た
ち
が
移
動
す
る
|

|

太
陽
に
舵
を
と
ら
れ
た

か
れ
の
苦
痛
に
よ
っ
て
吸
い

H

寄
せ
ら
れ
て
、
そ
の
苦
痛
は

愛
し
あ
、
フ

遠
方
の

真
昼
の
簸
言
に
し
た
が
っ
て

国
々
に
兄
弟
の
契
り
を
結
ば
せ
る
。
至
る
H

所
に
「
此
処
」
が
あ
り
「
今
日
」
が
あ
る
、
あ
る
、
絶
望
た
ち
か
ら
、

あ
の
輝
き
、

そ
の
な
か
へ
仲
違
い
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち
が
歩
み
い
る
、

目
肱
ま
さ
れ
た
口
を
し
て
|
|

(
一

N
由
O
)

こ
こ
で
も
子
午
線
た
ち
は
、
苦
痛
に
よ
っ
て
兄
弟
の
契
り
を
結
ぼ
れ
た
国
々
を
移
動
す
る
。
結
ぶ
も
の
が
子
午
線
な
の
で
、
か
れ
の
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詩
作
の
現
在
性

，、
"" 

(
7
)
本
稿
で
使
用
さ
れ
る
ツ
エ
ラ
1
ン
全
集
は
、
』
u
p
h
白
=
〔
U
3

2
5
ミ
な
ぞ
同
尋
問
3
E
ミ
回
日
誌
弘
司
苦
・
2
2
同
〈
O
ロ
∞
E
-
2
5
ロ
白

E
門
戸
川
山
-
F
-
n
Z
ユ
司
『
自
主
己
『
円
山
玄
・
】
申
告
に
よ
る
。
本
文
中
に
巻
数
と
頁
数
を
記
す
。
な
お
『
パ
ウ
ル
・

ツ
エ
ラ
l
ン
全
詩
集
』

I
、
E
、
田
、
中
村
朝
子
訳
。

青
土
社

一

九

九

二
も
参
照
し
た
。

(
8
)
ツ
エ
ラ
l
ン
が
詩
を
本
質
的
に
「
所
在
探
求
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、
ツ
エ
ラ
l
ン
研
究
書
も
指
摘
す
る
。
し
か
し
ど
の

研
究
舎
も
そ
の
際
の
「
所
在
」
と
い
う
語
の
意
味
に
は
こ
と
さ
ら
に
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
の
語
の
も
と
に
き
わ
め
て
一
般
的

に
、
「
詩
作
の
可
能
性
の
制
約
」
を
理
解
し
て
い
る
か
(
〈
町
一
ミ
旨
苫
内
舎
町
三
・
5
p
c
・-
ミ
・
年
F
t
t
・
2
A
b
S
H
同
日
町
三
円
山
崎
、

豆
町
p
h
Z
3
句
、
白
ミ
P
E
E

↓5
5問
2
5
3
口
町
)
、
ま
た
は
暗
黙
の
裡
に
「
場
所
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
す
ぎ

な
い
(
〈
巴
-
b
a
弐
む
と
月下
ト
去
、E
さ
と
§
・
2
H
ミ
寸
)
。

(
9
)
岩
切

H
C
-
宮
内
言
ミ
・
モ
ミ
Z
S
弘
句
、
t
h
¥
同
玄
E
E
門
町
口
市
『
〉
E
仰
向
白
σ
町
民
『
的
問
・
4
0
口
六
日
u
u
ヨ
g
n
F
2
・
。
P
Z
E
σ
-
Z
』
・

2
5
ヨ
=
ロ
己
目
N
戸
市
町
-
2
-
z
p
=
円
古市ロHU∞∞・

(
叩
)
〈
同
一
ミ
-
E

5
・色
、
2
h・
5
H

(
日
)
〈
四
一
b
R
q
p
』
旬
、
・
ト
E
h
S
E
h
p
h
q
h
w
・
2
円
H
AFm-

(ロ
)
b
-
。
白
喝
さ
旬
・
吋
と
ミ
H
S
ミ
己
旬
、
』
V
F
5
白
苫
色
。
芸
ミ

8
8いヨ
・
吋
「
曲
ロ
ω
σ
〕
『

}
O
-
∞コ巾ロ
・
白
色
Z
市
当
J

へD
『
r
H
U
E
-
N
H・

(
日
)
〈
伺
}
-
C
・
匂
宮
、
H
河
内
向目白苫師、口
句史
p
c
o
g
ロ
岡
市
ロ
冨
叶
m
N
U『

-
U・
同
色
、
之
内
喝
、
同
k
h
S
守
酔
芝
日
口
、
・
3
H-
E
Jミ

(
M
)
〈
包
-
H

ミ
・
河

-r号
、
言
語
建
吉
苦
h
h
S
H
S
町
芯
叫
d
p
同
白
町
四
六
日
ロ
・
ト
室
内
需
町
、
芯
S
K
N
W
S」
伊
三

弘司
句H
切
白
主
主
-
Z
G
N
仲
間
早
∞
叶
・

回円
H
N
.
A山
品
回
l
品
吋
H

(
日
)
〈
間
一
-
U-
h
b
p
』
ミ
'
h
H
h
h
s
z
と
・
名
門
H
H
・
】
m
N
e
ル
l
ギ
ン
ビ
ュ

l
ル
に
よ
れ
ば
、
メ
ル
シ
l
ル
は
古
典
的
悲
劇
を
批
判
し
、
ル
ソ
ー

の
人
間
学
か
ら
出
発
し
て
、
や
は
り
演
劇
に
お
け
る
自
然
な
も
の
、
憐
れ
な
も
の
、
醜
い
も
の
、
被
造
的
な
も
の
の
描
写
を
代
弁

し
た
ひ
と
で
、
ゲ
ー
テ
な
ど
「
疾
風
怒
濡
」
の
詩
人
た
ち
に
受
容
さ
れ
、
ピ
-A

ヒ
ナ
l
も
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
の
準
備
の
た
め
に

メ
ル
シ
1
ル
を
読
ん
だ
。
彼
は
そ
の
「
芸
術
ヲ
拡
張
セ
ヨ
」
で
、
こ
れ
ま
で
文
学
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
生

命
の
諸
問
帽
を
も
描
写
に
値
す
る
と
主
張
し
た
。

(
時

)
H
-
G
・
ガ
l
ダ
マ

1
は
、
こ
の
誇
の
「
空
中
の
傷
痕
」
を
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
は
言
及
す
る
こ
と
な
し
に
全
く
抽

象
的
に
解
釈
し
、
こ
の
詩
で
は
「
立
つ
こ
と
」
は
自
己
自
身
を
証
し
て
お
り
、
「
わ
た
し
」
は
自
分
に
向
か
っ
て
「
お
ま
え
」
と
言
つ



て
い
る
と
す
る
が
(
司
令
。
色
白
書
ミ
・
で
で
ミ
乞
岩
片
F
さ
え

S
ミ
守
悼
と
り
詰
可
穴
ロ
ヨ
ヨ
巾
ロ
門
田
『
N
E
の
Z
S
M
，
〉
z
g
F
内
コ
三
世
=
・

司

Z
ロ
E
E
ユ
白
玄
・
5
2
・
3
)
、
そ
れ
は
、
ツ
エ
ラ
1
ン
の
「
詩
作
」
を
あ
ま
り
に
も
非
ツ
エ
ラ
l
ン
的
に
、
つ
ま
り
「
芸
術
的
」

に
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

(
口
)
ゴ
l
レ
ム
に
つ
い
て
は
、

G
-
シ
ョ

l
レ
ム
著
『
カ
パ
ラ
と
そ
の
象
徴
的
表
現
』
小
岸
昭
、
岡
部
任
訳
。
法
政
大
学
出
版
局
一

九
八
五
、
一
九
O
、
二

一
八
|
二
七
四
頁
参
照
。

(同
)
〈
同
一
ミ
-
v
=
N
S・
2
F
H
O
N

(
ぬ
)
〔U-
切
言
苦
ロ
草
草
・
1
・
・
b
v
-
ミ
Hh
喜
三
時『
ぜ
言

豆
町
E

F
-
-
円
口
問
円
g
a
g
c
巾
『
B
2
5
E
2
N
m
(
H
S
O
)
-
N
∞
吋

(却

)
0
・
3
h
h
向
雪
~
認
さ
可
弘
司
師
宅
ミ
門
的
-
N
E
『
ど
『
F
E
E
-
(U巾
一
回
=
印
明
『
巾
】
σ
E
『
伺
・
7
E
ロ
円
E
2
5
∞
白
】
N
寸
・

(
幻
)
阿

-
3
2
3
勺
門
昨
町
e
zH
h
o
h
喜
一
昔
、
誼
日
記
」
Z
H
W
H
苦
S
R
F
丘
町
宮
前
町
室
町
周
g
h
H
ミ
ロ
ミ
室
z
N
Z
「
者
】
『
r
t
円
F
Z
5
5
a
2
0
5
Z
E
m
r
z
-

ハ
リ
己
自
印
【
口
一
〔
u
z
g
iZ
F
『
σ
Z
円
F
H
(
冨
∞
寸
)
-
H
お
よ
り
引
用
。

(
詑
)

H

』
ペ
・
と
室
-
U問、
町
三
色
町
E
之
宮
昌
弘
三
円
宮
、
ミ
ミ
S
S
E
h
u
y
-
R
言
吉
弘
司
可
ト
ミ
忌
E
R
h
n
n
-
g
h
-
-
ロ
ハ
V

巾
-
s
-F
F
5
5
F
印

(
H
3
8
・
N
g
よ
り
引
用
。

(お
)

J
・
ボ
ラ
ッ

ク
は
、
自
律
の
立
場
か
ら
、
現
実
へ
の
言
葉
に
よ
る
遡
及
は
、
ま
さ
し
く
言
葉
に
お
い
て
、
言
葉
に
よ
る
更
新
の
創

造
的
行
為
に
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