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現
代
の
警
告
學
の
痛
切
な
要
求
の
｝
つ
は
古
典
的
藝
術
に
捉
は
れ
た
る
限
を
古
典
的
六
．
ら
ざ
る
諸
々
の
藝
術
領
域

に
解
き
放
つ
事
に
あ
る
○
藝
芸
当
の
關
心
が
強
く
中
世
紀
ゴ
テ
ィ
ク
藝
術
、
ど
ザ
ン
チ
ン
藝
術
、
埃
及
藝
術
等
に
向

は
し
め
ら
れ
た
の
ぱ
最
近
代
の
事
に
鳩
す
る
。
此
の
傾
向
は
美
學
な
る
も
の
の
見
解
の
狡
シ
。
・
、
師
ち
．
美
心
は
古
典

的
む
ひ
る
美
し
き
藝
術
に
關
す
る
哲
學
で
あ
っ
て
、
右
典
的
な
ら
ざ
る
藝
術
を
も
隠
す
と
こ
ろ
無
く
理
解
せ
し
む
る
事

は
出
　
來
な
い
。
さ
う
す
る
事
は
越
…
罹
で
す
ら
あ
る
、
と
い
ふ
事
實
を
一
般
に
慮
墨
さ
せ
る
に
與
っ
て
カ
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
更
に
、
古
西
ハ
磁
壁
學
は
内
在
論
的
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
物
を
見
る
方
途
を
映
い
て
る
る
Q
撃
壌
は
結
局
古

典
的
藝
術
に
濃
し
て
の
み
妥
撫
し
得
る
理
論
で
あ
る
と
い
ふ
歴
吏
雲
脚
心
的
限
定
を
越
ゆ
る
事
は
出
聾
す
叉
越
え
て

は
な
ら
澱
の
で
あ
る
Q
現
代
の
吾
々
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
の
は
世
堺
の
諸
々
の
鎮
域
に
於
け
る
、
又
諸
々
の
時
代
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に
於
け
る
仁
術
的
現
象
で
あ
っ
て
』
　
一
つ
の
古
典
的
藝
術
の
み
に
拘
っ
て
み
な
い
○
藝
術
史
的
に
は
未
だ
廣
…
範
な
庭

女
地
、
　
　
例
へ
ば
印
度
、
ペ
ル
シ
ヤ
、
中
央
亜
細
亜
、
支
那
、
日
本
と
い
ふ
が
如
き
　
　
が
未
閥
拓
の
儘
獲
さ
れ

て
る
る
。
ヅ
ナ
リ
ン
ガ
…
を
挨
つ
ま
で
も
無
く
、
世
界
の
各
地
方
、
各
時
代
の
藝
術
作
品
は
各
そ
れ
濁
窃
の
仕
方
で

盤
堺
を
表
現
し
て
み
る
、
若
し
、
藝
術
が
人
間
の
世
界
に
封
ず
る
態
度
、
世
界
に
於
け
る
在
り
方
の
表
現
の
一
つ
で

あ
る
と
解
し
て
誤
り
無
さ
・
・
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
品
の
歴
史
的
解
緯
も
時
察
的
、
に
特
殊
な
る
人
間
の
藝
術
的
行

爲
の
仕
方
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
實
践
的
に
行
．
参
す
る
人
閥
的
な
立
場
か
ら
藝
術
が
理
解
さ
れ
る

時
，
そ
の
理
解
の
仕
方
は
始
め
て
藝
術
史
的
に
普
遍
妥
當
的
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
現
代
種
々
な
る
角
度
か
ら
、
歴
史

的
人
問
學
が
究
朋
せ
ら
れ
て
る
る
事
は
藝
術
史
に
と
っ
て
も
極
め
て
意
義
深
き
事
で
あ
る
。
吾
々
は
最
早
や
概
念
的

な
襟
式
論
や
形
式
生
、
義
に
止
ま
っ
て
み
る
事
は
鵠
來
た
ひ
い
。
カ
ン
ト
美
學
の
完
成
者
と
旨
さ
る
、
シ
ラ
ー
に
依
っ
て

さ
へ
、
…
、
絡
に
美
の
要
求
が
批
棄
せ
ら
れ
て
蚕
然
量
ハ
理
の
要
求
に
よ
っ
て
概
き
換
へ
ら
れ
る
と
よ
い
の
だ
が
」
と
い
ふ

言
葉
が
願
望
の
形
に
よ
っ
て
秘
か
に
吐
露
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
言
葉
は
も
と
よ
り
種
々
な
る
解
騨
の
仕
方

は
あ
ら
う
。
美
的
人
聞
の
標
榜
者
と
な
り
し
シ
ラ
…
に
は
藝
術
に
於
て
「
眞
實
」
が
中
心
的
に
論
議
さ
れ
る
事
は
夢
想

だ
に
し
か
．
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
Q
け
れ
ど
も
既
に
吾
々
は
趣
味
的
で
な
い
籐
り
に
多
く
の
藝
術
を

知
り
過
ぎ
て
み
る
。
、

　
吾
々
の
眞
に
捉
へ
皮
5
．
・
も
の
は
虚
血
的
に
行
毒
す
る
歴
史
的
人
間
で
あ
る
。
行
手
す
る
入
間
の
事
事
で
あ
る
。
如
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何
な
る
仕
方
で
人
間
は
麟
か
ら
を
藝
術
的
に
表
現
し
た
か
。
人
問
が
表
現
的
で
あ
る
挿
め
に
は
如
何
穴
ゆ
る
地
堺
を
持

だ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
○
そ
し
て
そ
れ
が
現
代
の
我
々
の
生
に
如
何
な
る
意
義
を
有
っ
て
關
著
し
て
み
る
か
。
か

う
云
ふ
事
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
澱
○
「
歴
史
的
の
世
界
に
於
い
て
の
み
ポ
イ
エ
シ
ス
と
い
ふ
事
が
考
へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
と
し
て
わ
れ
く
は
既
に
歴
史
酌
惟
界
に
於
い
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

此
故
に
造
ら
れ
た
も
の
は
業
転
的
意
義
を
有
し
、
逆
に
我
々
を
限
定
す
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ざ
れ
ば

造
ら
れ
た
も
の
は
實
在
的
地
磐
を
有
つ
事
は
磯
來
な
い
○
造
ら
れ
た
も
の
は
歴
箆
的
事
書
と
し
て
、
そ
の
長
野
性
を

有
つ
の
で
あ
る
。
」
と
西
嶺
博
士
も
言
は
れ
て
る
る
。
（
西
田
搏
士
、
「
世
界
の
儲
己
岡
｛
と
特
認
し
、
思
葱
銀
百
薫
十
二
號
滲
熊
）
薙
に

東
洋
美
術
史
の
中
の
一
特
．
殊
類
型
と
し
て
の
推
古
（
或
は
飛
鳥
と
も
）
的
な
る
も
の
を
理
。
解
せ
ん
と
す
る
の
も
正
に
斯

か
る
見
地
か
ら
な
の
で
あ
る
Q

、
対
等
東
洋
諸
幽
の
藝
術
は
非
合
理
的
性
格
の
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
斯
く
言
は
れ
る
冨
、
き
充
分
な
根
檬
を

有
っ
て
み
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
非
合
理
．
的
な
る
が
故
に
、
科
學
的
省
察
の
封
象
と
せ
ら
れ
る
事
が
著
し
く
拒
ま

れ
た
。
例
へ
ば
、
旨
本
的
な
美
は
理
論
で
は
理
解
さ
れ
な
い
、
そ
れ
故
に
そ
の
理
解
の
仕
方
も
非
合
理
的
で
あ
っ
て

挺
等
差
し
つ
か
へ
た
．
い
、
と
い
ふ
様
な
主
張
を
實
に
屡
麦
聞
く
。
併
し
斯
か
る
見
解
に
こ
そ
民
族
性
の
著
し
い
歓
陥

が
見
田
さ
れ
は
し
ま
い
か
。
日
本
の
古
典
は
明
ら
か
に
日
本
特
有
の
も
の
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
併
し
、
後
述
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
る
如
く
、
臼
本
堂
得
と
い
ふ
性
格
は
既
に
國
境
を
超
え
た
吉
野
に
締
て
こ
そ
、
郎
ち
、
世
堺
の
諸
々
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の
鞍
骨
現
象
の
中
に
そ
の
特
殊
的
地
蒔
を
有
て
る
が
故
に
こ
そ
、
始
め
て
さ
う
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
事
實
、
近
畿

の
古
歳
寺
行
脚
に
當
っ
て
吾
々
が
作
品
か
ら
直
接
に
受
け
る
戚
銘
は
愚
な
る
爾
古
趣
味
以
上
の
、
叉
軍
な
る
醒
民
の

血
潮
以
上
の
切
長
な
普
遍
八
間
的
欲
求
の
表
現
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
唯
軍
に
観
賞
や
趣
昧
に
委
ね
ら
る
、

に
ぱ
樵
り
に
熾
烈
な
人
間
存
在
の
問
題
に
一
つ
の
世
界
吏
的
解
答
を
投
げ
掛
”
て
る
る
。
そ
の
解
答
が
現
今
の
吾
々

の
生
活
に
直
接
深
き
關
係
を
持
つ
か
持
た
ぬ
か
、
そ
れ
ふ
貼
各
人
の
解
説
の
仕
方
に
掛
る
問
題
で
も
あ
ら
う
が
、
少
く

と
も
歴
史
的
な
見
方
に
、
特
殊
的
型
態
と
し
て
や
は
あ
る
が
、
重
要
な
諜
題
を
提
供
し
て
み
る
と
確
信
せ
ら
れ
る
と

こ
ろ
に
多
大
の
關
心
が
湧
く
の
で
あ
る
Q

二

　
静
而
推
古
的
人
賜
と
言
は
れ
る
も
の
は
如
何
な
る
仕
方
で
物
を
表
は
し
、
如
何
な
る
方
式
に
よ
り
物
を
捉
へ
た
か
。

彫
刻
史
に
於
け
る
「
推
古
的
」
或
は
「
推
右
型
」
と
は
本
來
如
何
な
る
も
の
か
。

　
叢
に
所
謂
推
右
翼
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
一
群
の
彫
刻
を
吾
々
は
知
っ
て
み
る
Q
そ
れ
の
系
統
化
や
福
耳
約
な
狡

展
の
仕
方
を
捉
へ
る
前
に
、
そ
の
一
般
的
特
色
に
饗
し
て
囲
め
知
っ
て
叩
く
事
は
、
假
命
そ
れ
が
多
少
抽
象
的
た
る

事
を
ま
ぬ
か
れ
蝕
に
し
ろ
、
許
さ
る
融
き
事
で
あ
る
Q
然
ら
ば
「
推
古
的
」
と
特
色
付
け
ら
る
可
き
表
現
の
方
式
ぱ
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
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推
古
人
の
視
早
馬
世
界
、
そ
れ
は
一
般
的
に
言
っ
て
幾
河
學
主
義
を
以
っ
て
貫
か
れ
て
み
る
。
自
然
の
現
象
轍
の

根
基
と
な
れ
る
如
き
必
然
的
、
普
遍
的
な
る
形
を
創
造
す
る
事
に
主
眼
を
遣
い
で
み
る
Q
そ
れ
故
に
彼
等
の
物
の
表

し
方
は
甚
し
く
主
量
的
、
抽
象
的
に
見
え
る
○
又
聞
槻
的
現
心
性
や
自
然
生
起
的
な
る
も
の
の
生
け
る
姿
を
極
度
に

排
す
る
が
故
に
超
現
」
實
的
、
超
禽
然
的
、
超
人
間
的
性
格
を
帯
び
て
み
る
○
現
象
的
な
る
も
の
、
偶
然
的
な
る
も
の
、

生
あ
る
も
の
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
、
超
越
的
主
意
の
眞
髄
に
極
ま
ら
ん
と
し
、
彼
岸
的
な
る
も
の
の
此
母
に
於
け

る
顯
…
出
を
短
軸
的
に
達
成
せ
ん
と
企
幽
す
る
。
欄
刷
的
な
る
も
の
、
相
撃
的
な
る
も
の
、
假
初
め
な
る
も
の
は
彼
等

に
と
っ
て
煩
燈
と
迷
盲
の
原
理
で
は
あ
り
得
て
も
人
閥
存
在
の
慣
常
性
、
實
在
性
の
原
理
と
な
り
得
な
い
Q
見
よ
、

彼
等
の
造
り
出
せ
る
像
に
は
曖
昧
な
る
も
の
、
可
愛
的
な
る
も
の
が
絶
封
に
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
す
、
恒

に
輪
廓
…
の
完
壁
性
、
明
晰
性
を
徹
底
的
に
追
求
し
、
實
在
的
形
．
式
と
し
て
の
幾
何
形
的
な
形
式
を
以
っ
て
全
像
を
覆

ひ
癒
し
て
み
る
で
は
な
い
か
。
現
象
形
式
は
何
等
介
入
の
除
地
を
與
へ
ら
れ
す
、
根
源
形
式
と
し
て
の
幾
何
形
が
徹

頭
徹
尾
硯
篭
を
支
配
し
た
。

　
幾
何
形
を
表
現
の
墓
騰
と
し
た
事
は
凡
そ
次
の
如
き
意
味
の
も
の
で
あ
ら
う
。
形
象
に
於
て
幾
扁
形
が
支
配
す

る
と
い
ふ
意
趣
は
個
別
牲
よ
り
普
遍
牲
を
志
向
せ
ん
、
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
凡
そ
原
始
的
藝
術
の
共
濫
的
特
色
と
し

て
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
推
古
仁
者
に
於
け
る
幾
何
學
主
義
は
原
始
性
を
蘇
る
場
舎
に
は
混
入
し

て
み
る
と
は
言
へ
、
よ
り
高
き
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
幾
何
形
が
超
載
性
的
者
の
標
識
た
る
事
は
疑
る
ま
で
も
な
い
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が
．
そ
こ
に
、
形
象
の
完
壁
性
．
算
数
酌
細
細
性
．
形
象
の
規
則
化
が
見
ら
る
、
時
、
最
早
や
自
然
の
偶
然
性
に
拘

ら
ぬ
必
然
的
な
法
期
の
世
界
、
謂
ば
ば
宇
宙
的
な
る
も
の
の
感
想
を
見
る
○
朋
噺
な
る
数
の
支
配
は
存
在
の
完
全
性

を
明
讃
・
す
る
も
の
で
あ
る
。
吾
々
は
プ
ラ
ト
ン
に
於
て
入
艘
の
美
よ
り
も
街
原
本
的
な
も
の
と
し
て
圓
や
三
角
形
の

美
が
提
示
さ
れ
た
事
を
想
起
す
る
Q
け
れ
ど
も
．
吾
々
は
推
古
傷
者
を
希
臓
的
者
と
同
一
比
す
る
事
は
飽
迄
警
戒
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
鵜
臓
的
な
る
も
の
も
数
を
基
礎
と
し
て
均
衡
、
整
合
、
調
和
を
求
め
た
。
併
し
此
の
場
合
、

均
整
、
調
和
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。

　
叢
で
吾
々
は
古
典
的
な
る
も
の
の
典
型
と
し
て
の
希
・
騰
彫
刻
に
表
は
さ
れ
た
藝
術
的
世
界
観
を
想
ひ
起
し
て
貴
く

事
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
。
五
臓
人
に
と
っ
て
は
人
聞
は
萬
物
の
尺
度
で
あ
り
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
文
化
は
一
に
人

本
生
義
と
言
は
れ
る
如
く
．
現
實
的
人
聞
が
世
界
省
察
の
出
漁
黙
と
な
っ
た
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
○
藝
術
に
於

て
も
そ
れ
故
に
合
臼
的
々
慮
然
の
範
型
と
し
て
の
入
膿
の
美
に
イ
デ
ア
的
な
る
も
の
を
槻
た
。
細
書
的
岩
と
し
て

の
外
的
自
然
を
否
定
し
て
は
イ
デ
ア
へ
の
遍
路
は
求
め
ら
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
外
的
演
然
の
観
想
に
出
鞍
置
を
求

め
た
減
給
古
典
彫
刻
が
、
埃
及
や
東
洋
諸
國
の
藝
術
に
諭
し
て
飽
迄
客
艘
的
、
現
實
的
に
見
え
る
の
は
此
の
故
で
あ

る
。
希
騒
人
は
現
象
的
な
る
も
の
、
戚
牲
的
な
る
も
の
を
否
定
せ
す
、
却
っ
て
養
畜
を
素
材
と
し
て
均
整
調
和
に
向

っ
て
形
成
統
一
す
る
の
原
理
と
爲
し
、
斯
く
し
て
形
成
せ
ら
れ
た
も
の
は
一
．
つ
の
欝
欝
と
し
て
如
弼
な
る
部
分
も
が

破
調
的
だ
る
事
を
許
さ
ざ
る
如
さ
、
㌦
合
目
的
有
…
磯
的
、
聯
關
に
於
て
あ
る
事
を
強
く
求
め
た
。
総
て
在
る
も
の
ば
合
翼
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向
々
統
一
に
醜
っ
て
存
在
す
る
存
在
で
あ
る
。
希
騒
的
油
然
は
斯
く
の
如
く
、
有
機
化
的
生
命
化
的
自
然
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
が
調
和
的
統
一
に
於
て
提
へ
ら
れ
る
如
き
汎
紳
論
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
薙
に
希
偏
人
の
性
格
を
彫
刻
的

と
解
す
る
根
標
が
あ
り
、
著
し
く
造
形
的
で
あ
っ
た
総
山
が
存
す
る
。
周
知
の
如
く
彼
等
は
好
ん
で
人
膿
の
描
寓
を

欲
し
た
。
も
と
よ
り
人
馬
は
猛
け
る
自
然
と
し
て
最
も
典
型
的
と
せ
ら
れ
た
が
故
で
あ
る
。
此
の
際
人
膿
は
裸
膿
で

あ
る
事
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
裸
膿
も
骨
格
が
解
剖
學
的
に
合
理
的
た
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
う
、
又
衣
服
を
纏
へ
る

際
に
も
そ
の
衣
服
を
透
し
て
現
品
的
な
身
膿
の
肉
付
や
骨
格
に
生
け
る
も
の
の
脈
搏
が
聴
取
さ
れ
る
が
如
き
事
を
面

臼
と
亨
る
○
ギ
ン
ケ
ル
マ
ン
は
古
代
王
春
人
の
斯
か
る
立
場
に
蜀
し
て
次
の
如
く
解
し
て
翼
あ
る
言
表
に
化
せ
し
め

た
。
「
彼
等
は
身
騰
の
欄
々
の
部
分
並
に
蚕
膿
の
比
例
の
美
の
自
然
そ
の
も
の
以
上
に
繊
づ
べ
き
、
或
る
普
遍
概
念

を
構
成
し
始
め
た
。
そ
の
原
璽
は
、
唯
悟
性
に
於
て
の
み
下
絡
が
作
ら
れ
た
精
紳
的
な
る
自
然
で
あ
っ
た
○
」
と
。
既

の
言
表
の
中
に
は
特
．
に
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
7
3
串
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。
即
ち
、
「
唯
悟
性
に
於
て
の
み
下
乗
が
作
ら
れ
た

精
紳
的
な
る
自
然
」
が
希
面
的
自
然
で
あ
る
こ
と
之
で
あ
る
。
先
に
も
言
へ
る
如
く
、
希
麗
人
は
人
間
と
同
格
、
同

根
親
せ
ら
れ
た
外
的
．
自
然
の
糊
想
に
彼
等
の
形
成
活
鋤
の
原
理
を
求
め
る
。
ロ
ダ
ン
も
岡
標
に
彼
等
の
態
度
を
漏
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

し
た
。
郎
ち
、
「
若
し
古
代
（
希
臓
）
の
釜
石
家
が
｝
番
偉
大
で
あ
る
と
す
れ
ば
．
其
は
彼
等
が
自
然
に
一
番
近
く
近
づ

ち
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
へ
　
　
ゆ
　
　
マ

い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
は
絶
大
な
誠
實
を
以
て
其
を
研
究
し
又
彼
等
の
叡
智
の
限
、
り
を
盗
し
て
其
を
描
寓
し
た
Q

…
…
彼
等
は
彼
等
の
眼
を
魅
す
る
崇
い
奄
デ
ル
を
描
撫
し
て
満
足
し
て
み
た
。
萬
物
に
附
す
る
此
の
愛
と
既
の
熔
敬

　
　
　
　
雛
古
型
灘
爽
序
親
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王
…
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五
こ

と
は
彼
等
の
時
代
こ
の
か
た
途
に
凌
駕
さ
れ
な
か
っ
た
。
…
…
彼
等
が
入
間
の
美
を
描
出
す
る
の
は
最
も
爲
實
的
か
．

方
法
に
よ
っ
て
の
事
で
あ
る
○
」
と
。
既
等
の
言
葉
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
限
り
の
事
は
希
要
人
の
翻
作
的
態
度
と
し
て

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
へ

樹
象
化
せ
ら
れ
た
自
然
の
観
察
と
分
析
か
ら
出
癸
し
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
○
自
然
に
甥
す
る
彼
等
の
態
度
は
エ
ロ
ス

的
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
寓
實
と
か
襲
業
描
爲
の
概
念
の
生
誕
す
る
根
擦
を
見
臨
す
こ
と
が
出
漁
る
。
観
察
と
分
析

は
悟
性
の
爲
さ
せ
る
業
で
あ
り
、
綜
合
と
統
一
の
作
絹
を
豫
嘉
す
る
事
無
く
し
て
は
現
は
れ
難
き
態
度
で
あ
る
○
希

臓
彫
刻
が
光
と
陰
と
の
黒
雲
の
中
に
實
現
せ
ら
れ
た
楼
な
具
朧
性
を
有
つ
の
も
此
の
故
で
た
．
け
れ
ば
な
ら
蝕
○
親
畳

の
ア
プ
ソ
オ
ソ
と
し
て
の
塞
問
．
時
間
も
、
男
芸
的
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
合
理
．
性
に
基
く
事
無
し
に
は
獲
展
す
る

事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
物
を
在
ら
し
め
る
先
験
的
形
式
と
し
て
の
室
問
は
合
理
的
の
三
次
元
性
が
展
関
せ
ら
れ
る

如
き
規
制
を
受
け
て
み
る
。
室
閥
は
合
理
酌
に
三
次
元
麟
で
あ
る
と
い
ふ
豫
想
は
彼
等
に
と
っ
て
は
本
性
的
で
あ

る
。
時
間
も
從
っ
て
覗
畳
に
於
て
は
室
、
賜
の
三
次
元
性
に
添
ふ
て
狡
展
せ
し
め
ら
れ
る
。
謂
は
ば
時
間
は
察
間
化

さ
れ
る
事
無
し
に
展
槻
す
る
事
を
得
な
い
。
（
後
に
示
す
襟
に
推
古
入
に
と
っ
て
は
察
聞
は
時
遊
撃
せ
ら
れ
、
從
っ
て

雫
面
化
せ
ら
れ
る
。
）
光
と
影
の
關
係
も
亦
難
問
、
時
問
と
洞
襟
に
藝
術
の
形
式
と
せ
ら
れ
る
。
若
し
、
光
の
作
用
を

知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
希
得
人
は
斯
く
も
彫
刻
的
な
性
格
を
有
つ
事
が
出
嫁
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
若
く
は
全
然

別
個
の
造
型
的
な
性
格
を
蓮
命
付
け
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
（
芝
之
、
推
古
人
程
光
の
憎
悪
に
浴
さ
ぬ
人
賜
も
興
れ
で
あ

る
、
礎
っ
て
廣
く
一
般
に
日
本
入
も
。
寧
全
く
造
型
美
術
に
穿
て
光
の
作
爾
…
を
意
識
す
る
か
し
な
や
か
は
そ
の
造
り



1∂の

．
出
さ
る
、
作
品
の
含
蓄
を
徹
頭
徹
尾
別
個
な
も
の
と
し
て
表
は
さ
せ
る
。
そ
し
て
東
洋
の
藝
術
に
於
て
光
の
貴
重
な

る
任
務
を
全
く
等
閑
親
し
て
る
た
と
い
ふ
事
實
は
希
臓
人
並
に
そ
の
傳
統
を
引
く
人
本
主
、
義
に
議
し
て
観
察
分
析
と

い
ふ
悟
性
的
能
力
の
歓
除
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
重
大
で
あ
る
。
か
、
る
見
地
よ
り
す
れ
ば
希
臓
的
彫
刻
は
一
種

の
科
學
性
の
規
制
を
受
け
て
み
る
と
い
ふ
事
が
出
來
る
と
思
ふ
。
近
機
古
典
的
下
説
の
創
始
者
カ
ン
ト
が
、
何
等
客

掘
的
認
識
に
拘
る
と
こ
ろ
無
き
自
由
な
る
生
麗
活
動
と
し
て
の
構
想
力
も
侮
権
性
の
法
則
性
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
無

け
れ
ば
な
ら
す
、
自
山
な
る
構
想
力
は
か
、
る
聞
単
な
る
能
力
で
あ
る
得
り
の
悟
性
と
の
調
和
的
活
動
に
入
る
と
こ
ろ

に
美
的
鋼
断
力
の
領
域
が
成
立
す
る
、
と
解
し
た
立
場
も
古
典
的
人
本
主
義
の
藝
術
槻
に
生
き
る
者
の
考
へ
と
し
て

意
義
が
あ
る
。
調
作
能
力
と
し
て
の
奇
想
力
も
そ
の
澹
贈
奔
放
と
恣
意
と
を
悟
性
に
よ
っ
て
規
制
・
せ
し
め
す
に
は
概

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
反
之
、
東
洋
入
は
途
に
分
別
悟
性
の
助
け
無
し
に
物
を
蔽
評
す
る
と
こ
ろ
の
ホ
モ
・
フ
ァ

ー
ベ
ル
的
存
在
で
あ
っ
た
。

三

　
希
聖
油
藝
術
魏
が
前
章
に
の
べ
た
楼
に
忍
言
的
汎
紳
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
推
古
入
の
藝
術
概
は
室
．
髄
的
魏
念
的

と
解
す
る
事
が
鵠
來
は
し
ま
い
か
。
又
前
者
が
現
象
學
的
存
在
に
近
い
に
評
し
て
後
者
は
本
博
論
的
存
在
に
近
い
と

特
．
色
付
け
る
事
が
臨
楽
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
少
く
と
も
董
形
藝
衛
に
嫁
す
る
…
限
り
○
）
推
古
人
は
現
象
を
否
定

　
　
　
　
誰
古
彫
刻
吏
序
醗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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し
て
本
領
を
求
め
る
黙
に
於
い
て
霊
肉
の
二
元
主
義
を
標
榜
す
る
西
洋
中
世
紀
の
世
堺
観
と
も
類
似
す
る
か
の
楼
に

も
舞
え
る
が
．
推
古
人
の
現
象
の
否
定
の
仕
方
は
徹
頭
徹
尾
絶
婁
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
て
超
越
ま
義
的
主

膿
的
一
元
論
と
解
す
る
も
談
り
無
き
に
庶
幾
い
で
あ
ら
う
。

　
縷
説
の
要
も
無
く
、
推
古
彫
刻
は
第
四
・
五
・
六
世
紀
に
般
盛
を
極
め
る
北
魏
の
磨
崖
石
佛
及
朝
鮮
三
國
時
代
の
楼

式
の
日
本
化
で
あ
り
、
そ
の
初
期
に
於
て
は
特
に
著
し
く
北
魏
的
な
る
も
の
の
鯨
肉
の
綴
承
を
示
し
た
が
推
古
末
期

に
嘗
て
は
陥
及
初
唐
母
式
の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
推
古
期
に
於
け
る
初
唐
樵
式
の
影
響
は
其
稚
顯
著
に

は
現
は
れ
す
、
む
し
ろ
、
牝
魏
是
式
は
マ
ニ
ェ
ー
ル
と
し
て
微
底
的
に
推
古
彫
灘
を
支
配
し
た
○

　
北
魏
様
式
の
源
泉
を
中
央
亜
細
亜
へ
求
め
．
更
に
希
徽
印
度
的
な
る
も
の
と
し
て
の
健
駄
羅
彫
刻
へ
の
脈
絡
を
辿

る
事
は
上
古
に
於
け
る
佛
澱
美
術
史
の
饗
展
の
仕
方
を
理
解
す
る
に
當
っ
て
の
常
識
と
な
っ
て
み
る
○
邸
ち
、
希
臓

的
彫
刻
は
東
亜
の
彫
刻
更
の
源
泉
で
あ
る
と
考
へ
る
事
は
｝
薬
理
ぬ
の
な
い
事
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
印
度
　
　
中

央
亜
細
亜
　
　
北
支
那
と
そ
の
狡
展
を
跡
付
け
て
見
る
時
、
北
支
那
に
根
を
張
っ
た
佛
像
彫
刻
ぱ
薩
接
中
央
亜
細
亜

的
雛
式
に
結
び
付
け
う
る
に
し
て
も
希
臓
化
せ
ら
れ
た
印
度
の
佛
激
美
術
と
同
型
的
に
之
を
把
握
す
る
事
は
早
計
で

あ
っ
て
、
所
謂
北
魏
佛
に
は
希
臓
的
な
ら
ざ
る
他
の
多
く
の
分
子
の
存
す
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
上
、
漢

代
に
は
支
那
猫
得
の
類
型
と
し
て
の
桶
の
獲
達
が
あ
り
、
彫
塑
的
に
濁
自
な
披
術
を
示
し
、
叢
像
贋
の
浄
彫
は
支
那

人
．
の
藝
術
的
親
畳
の
絡
叢
牲
を
早
く
よ
り
非
合
理
的
性
格
の
も
の
と
し
て
本
性
化
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
謂
は
ば
叢
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に
亜
継
亜
的
物
の
親
方
の
確
立
を
佛
像
彫
刻
侵
入
以
前
に
認
む
可
き
幾
多
の
資
料
を
提
示
し
う
る
。
之
に
就
い
て
今

詳
論
す
る
暇
を
持
ち
得
な
い
の
を
蓮
憾
と
す
る
が
、
希
臓
的
な
る
も
の
の
影
響
は
中
置
を
限
界
と
し
て
支
那
に
迄
は

根
強
く
伸
展
し
得
な
か
っ
た
事
、
及
假
命
そ
の
狡
展
を
磁
器
的
に
辿
り
得
る
と
す
る
も
佛
像
彫
刻
は
支
那
に
入
る
と

共
に
そ
の
型
態
は
著
し
い
算
筆
を
も
つ
て
現
は
れ
た
と
い
ふ
事
實
を
、
ー
ー
甚
だ
紬
象
的
な
が
ら
、
1
指
摘
す
る

に
止
め
た
い
。
簡
軍
に
蓮
べ
・
4
、
な
ら
ば
北
魏
佛
は
全
く
濁
得
な
亜
細
亜
的
標
式
の
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
事
が
霞
來
る
．

で
あ
ら
う
Q
叢
で
吾
々
は
雲
商
石
窟
寺
の
あ
の
無
謬
織
豊
を
想
逸
す
る
な
ら
ば
以
上
の
如
き
野
畑
を
添
接
に
理
解
し

う
る
で
あ
ら
う
。
郎
ち
、
自
然
に
於
け
る
平
な
る
も
の
、
調
和
は
六
朝
人
の
も
の
で
は
な
い
。
快
の
域
情
に
訴
へ
ら
れ

て
槻
賞
せ
ら
れ
る
に
は
黙
り
に
非
人
間
的
な
、
反
自
然
的
な
契
機
が
強
く
吾
々
の
眼
を
射
る
。
自
然
を
人
間
的
禽
己

に
融
和
せ
し
め
る
如
き
態
度
と
は
登
く
反
磁
に
、
む
し
ろ
自
．
然
の
背
後
に
潜
む
紳
秘
な
る
カ
に
葭
己
を
タ
ブ
ー
し
ょ

う
と
す
る
か
の
様
に
、
硬
直
し
た
幾
何
學
的
形
象
を
以
っ
て
像
を
被
ひ
蝿
す
あ
の
方
式
は
本
領
忍
者
へ
の
實
膿
化
の

意
志
を
表
は
に
す
る
も
の
で
無
く
て
何
ん
で
あ
ら
う
か
。
薙
で
は
美
な
る
生
命
の
躍
勤
も
見
出
さ
れ
す
、
合
理
化
せ

ら
れ
た
合
目
的
々
自
然
の
調
和
も
無
い
。
却
っ
て
、
人
間
的
な
る
も
の
、
自
然
生
超
的
な
も
の
へ
の
反
機
を
す
ら
、
極

度
に
示
す
の
で
◇
6
3
る
Q
身
に
何
等
の
優
美
な
る
も
の
の
標
式
を
纒
は
す
、
い
ら
く
し
き
、
と
げ
く
し
き
幾
何
形

を
以
っ
て
被
ひ
堅
く
さ
れ
、
全
く
拙
象
的
な
非
現
實
附
姿
態
に
雄
渾
な
る
カ
を
輝
か
せ
、
書
き
人
間
存
在
は
偉
大
に

し
て
紳
秘
的
な
る
超
越
的
，
パ
ト
ス
に
タ
ブ
ー
せ
し
め
ら
れ
て
る
る
。
入
節
存
在
を
し
て
飽
ま
で
弱
小
な
る
も
の
、
須

　
　
　
　
推
古
彫
遡
吏
序
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
五
五
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輿
的
な
る
も
の
、
活
き
も
の
と
薗
畳
せ
し
め
す
し
て
は
遣
か
漁
如
き
畏
力
を
も
つ
て
迫
り
、
威
煙
的
に
、
量
戚
に
満
々

た
姿
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
み
る
。
狸
藻
は
只
管
幾
何
學
的
形
象
に
固
定
化
せ
ら
れ
た
反
影
的
な
わ
づ
ら
は
し
き
線

條
主
義
に
氣
お
さ
れ
、
超
訊
問
醗
な
虚
無
に
い
ら
一
し
い
衝
繋
を
饗
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
具
現
す
る
標
式
は
之

す
べ
て
超
戚
性
急
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
假
欝
欝
性
的
な
る
も
の
に
就
い
て
語
ら
る
、
除
地
が
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
主
倒
的
な
る
も
の
の
息
吹
を
か
け
ら
れ
た
る
繋
留
忍
者
で
あ
り
、
像
の
美
し
き
均
衡
や
肉
身
の
快
き
ヲ
ズ
ム

を
享
受
す
べ
き
何
等
の
標
式
が
見
出
さ
れ
な
い
。

　
斯
か
る
特
色
を
有
て
る
も
の
の
朝
鮮
三
國
時
代
を
経
て
の
東
漸
が
推
古
彫
刻
と
し
て
花
着
い
た
の
で
あ
る
。
か
、

る
晶
帯
な
る
機
式
は
東
漸
に
當
っ
て
多
少
の
墾
化
が
、
謂
は
ば
緩
和
が
途
行
さ
れ
は
し
た
が
、
根
本
的
に
は
六
朝
の

峻
嚴
な
る
幾
何
學
主
義
が
徹
頭
徹
尾
推
古
的
観
畳
を
支
配
し
た
事
は
明
白
で
あ
る
○
但
し
、
推
誉
末
期
に
當
っ
て
は

　
　
　
シ
ユ
ト
レ
ン
グ
ハ
イ
ト

斯
か
る
峻
嚴
性
は
姿
を
消
し
て
、
そ
の
点
式
は
マ
一
一
エ
ー
ル
と
化
し
、
あ
の
力
強
き
帥
秘
は
可
憐
な
る
、
柔
和
な

る
も
の
に
代
は
ら
れ
る
。
（
磐
へ
ば
橘
夫
入
念
持
岩
本
奪
の
楼
に
。
）

　
雪
濠
、
襲
に
も
言
へ
る
如
く
、
推
古
彫
刻
の
立
場
は
非
悟
性
的
で
あ
）
、
浴
客
掘
毒
言
的
で
あ
る
。
言
葉
を
換
へ

て
言
へ
ば
蔽
接
的
で
あ
り
、
主
燈
酌
、
行
動
的
で
あ
る
。
叢
で
は
人
間
の
霞
己
存
在
は
否
定
せ
ら
れ
、
現
實
界
の
諸

の
幽
隠
事
は
人
間
存
在
の
恒
常
性
の
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
す
、
却
っ
て
迷
妄
厭
苦
の
原
理
に
嫁
ぎ
な
い
。
か
、
る
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現
贈
呈
の
否
定
は
蓋
し
、
唯
そ
れ
を
超
え
た
る
も
の
に
よ
っ
て
の
み
克
服
す
る
事
が
可
能
で
み
り
、
幡
羅
自
か
ら
の

カ
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
す
る
事
の
露
來
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
等
は
現
實
界
を
否
定
し
、

そ
れ
を
超
越
・
す
る
事
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
生
白
的
本
膿
に
蹄
一
し
、
そ
れ
の
カ
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
存
在
の
確
立

を
自
激
し
た
に
外
な
ら
な
い
。
斯
か
る
超
越
的
主
思
者
的
の
標
式
を
主
宰
的
な
ら
し
む
る
事
が
現
實
界
克
服
の
原
理

と
し
て
液
馴
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
か
る
大
宇
宙
的
根
本
原
理
と
し
て
の
卑
湿
を
眼
の
あ
た
り
表
現
し
、
客
掘
化

す
る
に
當
っ
て
は
そ
れ
故
に
、
視
畳
の
原
本
的
形
式
と
し
て
の
幾
何
學
的
形
象
が
採
凝
せ
ら
れ
し
事
は
首
肯
す
る
に

足
る
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
制
作
す
る
入
間
（
黒
蓋
家
）
の
立
場
は
か
、
る
が
故
に
主
騰
化
的
で
あ
る
。
そ
の
制
作
の

行
爲
は
主
騰
的
に
行
爲
す
る
事
に
よ
っ
て
の
み
、
生
．
儲
年
老
の
把
握
の
可
能
を
考
へ
う
る
。
そ
れ
は
掘
想
的
行
爲
と

は
異
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
故
に
概
察
、
分
析
と
い
ふ
分
別
的
、
、
反
省
的
立
場
の
介
入
を
．
全
く
許
さ
濾
と
こ
ろ
の
衝
勤

的
行
軍
で
あ
る
○
從
っ
て
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
が
客
膿
的
自
然
の
法
鋼
に
合
致
す
る
と
い
ふ
が
如
き
事
は
全
く
顧
み

な
い
Q
合
議
的
、
合
法
的
と
い
ふ
事
は
叢
で
は
問
題
と
は
な
ら
す
、
む
し
ろ
、
主
点
的
世
界
の
自
己
顯
揚
を
意
味
し
、

主
．
客
未
分
以
前
の
超
越
的
實
騰
の
愈
己
限
定
と
解
せ
ら
る
可
き
世
界
を
示
し
て
み
る
。
故
に
合
法
的
露
量
に
於
て
接

せ
ら
れ
る
と
言
は
ん
よ
り
は
む
し
ろ
、
法
期
生
産
的
、
、
思
葉
創
造
的
で
あ
る
と
見
る
早
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
客
膿

的
に
動
か
し
難
き
法
則
の
探
究
を
で
は
な
く
、
馳
駆
そ
れ
が
淋
秘
的
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
非
合
理
新
規
期
を
具
現
し

て
み
る
と
解
せ
ら
れ
る
に
せ
よ
、
魏
念
に
於
て
鋤
か
し
難
き
眞
實
性
が
強
く
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
推
古
佛
に
於

　
　
　
　
推
古
膨
測
更
序
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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簸

て
、
例
へ
ば
百
壷
掘
昔
像
の
如
く
、
そ
の
身
膿
の
各
部
の
比
例
が
著
し
く
非
自
然
的
で
あ
り
な
が
ら
然
も
そ
れ
が
自

然
ら
し
く
見
え
る
の
は
造
形
的
に
槻
て
全
く
濁
創
的
な
藝
術
の
規
．
測
を
登
無
し
、
何
等
比
較
さ
れ
る
拙
き
も
の
無
く

し
て
そ
れ
自
か
ら
に
論
定
で
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
寄
客
槻
描
記
的
π
ひ
る
が
故
に

直
ち
に
主
槻
斜
照
念
的
と
い
ふ
事
は
患
來
な
い
。
況
し
て
や
個
人
酌
恣
意
や
奔
放
に
委
ね
ら
れ
た
成
果
の
現
は
れ
で

は
な
い
。
讐
へ
、
御
物
四
十
入
端
謙
譲
に
著
し
く
身
膿
各
部
の
比
例
が
非
調
和
的
契
機
を
含
む
も
の
あ
る
と
す
る
も
、

そ
れ
は
客
寄
的
霞
．
然
を
槻
察
す
る
能
力
の
乏
し
さ
の
議
糠
と
は
な
り
得
て
も
、
そ
れ
を
軍
な
る
主
擬
の
遊
戯
に
蹄
せ

し
む
る
事
を
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
譲
。
そ
の
非
自
然
性
、
反
物
質
性
は
明
ら
か
に
面
識
化
的
で
あ
り
、
精
淋
的
に
氣
高

き
も
の
の
直
接
的
な
、
衝
動
的
な
把
握
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
決
し
て
主
観
的
恣
意
や
奔
放
と
し
て
は
現
は
れ
な
い
。

あ
く
ま
で
必
然
的
者
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
み
る
。
徹
底
し
て
自
然
的
現
實
に
逆
ひ
な
が
ら
も
、
一
つ
の
普
遍
的
眞

實
と
し
て
誉
者
に
謀
る
。
何
等
自
然
の
法
鋼
に
合
致
せ
す
し
て
併
も
動
か
し
難
き
論
理
を
含
む
で
る
る
。
故
に
推
古

彫
剥
の
非
合
理
的
は
正
し
く
苔
へ
ば
非
合
理
的
な
る
も
の
の
合
理
化
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
超
合
理
的
で
あ
る

と
い
は
ね
ば
な
ら
諏
。

　
又
そ
れ
が
客
槻
描
寓
た
ひ
ら
ざ
る
が
故
に
漁
然
の
模
倣
の
意
昧
を
全
然
包
含
し
て
み
な
い
。
そ
の
意
志
に
於
て
娯
に

濁
創
的
で
あ
り
．
恒
に
影
響
産
出
的
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
既
成
の
法
則
に
合
致
す
る
必
要
も
無
く
、
且
つ
叉
、
比

較
を
絶
し
た
世
界
の
創
造
で
あ
る
意
味
に
於
て
、
遠
く
自
然
の
概
念
を
越
え
て
み
る
○
作
る
も
の
が
作
ら
れ
た
も
の
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四

　
曇
に
も
言
へ
る
如
く
推
古
彫
刻
の
様
式
ば
幾
何
學
主
義
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
線
的
、
輪
廓
的
性
格

を
有
つ
こ
と
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
殊
に
彫
工
に
當
っ
て
光
の
重
要
な
役
割
の
白
畳
な
く
．
且
つ
ヌ
塞
間
の
合
理

性
に
全
く
拘
泥
せ
ざ
る
常
代
人
に
と
っ
て
、
線
的
、
輪
廓
…
的
性
格
と
は
結
局
物
を
雫
面
的
、
総
叢
的
に
捉
へ
る
事
を

本
性
化
さ
せ
て
み
る
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
幾
何
學
仁
義
と
言
ふ
も
そ
の
當
代
に
於
け
る
意
味
は
具
膿
的
立
膿

牲
に
は
何
の
…
欝
欝
も
無
く
、
唯
軍
に
牛
糞
的
に
抽
象
的
な
、
幾
何
學
叢
義
で
あ
る
。
（
六
朝
桜
鯛
右
の
多
く
の
も
の
が

歯
肉
彫
り
の
特
色
を
示
す
の
は
周
知
の
事
實
で
あ
ら
う
）
。
と
こ
ろ
で
、
斯
か
る
羅
面
的
、
愚
書
…
的
に
…
幾
何
霊
的
7
3
・
る

も
の
は
そ
の
表
現
手
段
の
耳
蝉
と
し
て
必
然
的
、
に
線
に
基
く
事
は
緯
説
の
要
は
な
い
Q
立
騰
性
は
叢
で
ぱ
第
二
講
的

な
も
の
で
あ
る
Q
（
特
に
常
代
総
叢
叢
注
意
せ
よ
。
）
推
古
盛
期
の
代
表
作
は
多
く
の
場
合
、
そ
の
前
面
魏
と
側
面
魏

に
於
て
最
も
工
夫
が
凝
さ
れ
、
秀
れ
た
癖
姿
を
具
現
す
る
と
い
ふ
事
實
は
何
を
物
議
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
こ
に
常
代

人
の
造
型
的
性
格
の
羅
面
性
を
把
へ
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
く
と
も
訴
権
彫
刻
か
ら
線
を
除
い
て
は
吾
々
は

河
事
も
語
り
得
な
い
事
を
注
藏
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
里
雪
は
慶
く
一
般
に
日
本
美
術
の
性
格
、
（
そ
の
精

　
　
　
　
推
宵
彫
刻
史
序
競
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九

と
一
で
あ
る
と
い
ふ
燈
界
は
眞
實
に
は
斯
か
る
世
界
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
併
し
、
河
故
斯
く
解
群
せ
ら
れ

る
の
か
Q
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紳
性
）
の
問
題
に
ま
で
閣
聯
し
て
摩
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
藏
で
推
古
彫
刻
の
襟
式
は
幾
何
學
暗
線
條
主
義
と
言
ひ
換
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
澱
。
そ
の
意
味
は
推
右
彫
刻
な
る
も

の
が
、
必
然
的
、
普
遍
的
襟
式
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
由
來
推
右
彫
刻
の
解
騨
は
そ
の
除
り
に
著
し
い

紳
秘
主
義
の
爲
め
、
假
含
そ
れ
の
抽
象
性
や
線
的
．
性
器
が
氣
付
か
れ
る
事
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
が
普
遍
的
．
榛
式

を
標
榜
し
て
み
る
も
の
で
あ
る
事
へ
の
垂
心
を
等
閑
に
し
て
み
た
事
ば
拒
め
な
い
事
實
で
あ
り
、
筆
者
は
そ
の
轡
秘

性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
特
に
著
し
く
、
推
古
襟
式
の
普
遍
性
の
様
式
々
弦
に
強
、
調
し
て
一
般
の
瀾
心
を

喚
起
せ
ん
と
す
・
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
極
め
て
重
大
な
事
で
あ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
制
作
に
於
け
る
線
的
性
格

の
優
越
は
則
ち
、
室
閤
性
よ
り
も
時
間
性
に
重
き
を
遣
く
立
場
に
外
な
ら
す
、
推
古
人
な
る
者
の
性
格
に
面
線
的
な

行
爲
の
仕
方
を
理
解
し
得
て
も
馳
走
的
統
一
の
技
術
の
歓
除
を
裏
書
し
て
ゐ
為
と
解
せ
ら
れ
る
が
故
で
あ
る
。
從
っ

て
、
推
古
人
の
立
場
は
内
部
知
畳
鶴
外
部
知
畳
的
で
あ
っ
て
、
希
雑
人
の
様
に
、
外
部
知
事
郎
内
部
知
贅
的
な
物
の

児
方
に
遅
し
て
は
相
反
的
で
あ
る
。
叢
に
推
古
人
を
端
的
に
衝
動
的
で
あ
る
と
言
っ
た
理
由
が
存
す
る
Q
普
遍
性
そ

の
も
の
の
搦
繊
を
企
國
し
な
が
ら
も
鞄
迄
主
情
的
で
あ
る
。
ロ
ダ
ン
が
適
切
に
も
言
へ
る
様
に
、
希
臓
右
典
の
彫
刻

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
技
衛
は
肉
付
け
に
あ
る
。
大
理
石
の
彫
像
に
も
人
々
酌
瞭
然
の
脈
搏
が
戚
ぜ
ら
れ
な
い
事
ば
な
い
。
人
闘
的
．
姿

態
の
生
け
る
息
吹
き
は
唯
肉
付
の
凹
凸
の
み
が
之
を
可
能
に
し
て
み
る
。
（
「
綾
Ψ
ダ
ン
の
言
葉
」
墾
照
㌔
と
こ
ろ
が

推
古
人
は
徹
底
酌
に
慮
然
的
に
生
動
す
る
も
の
を
棄
て
去
っ
た
非
入
問
的
標
式
で
絡
止
す
る
。
李
面
は
生
け
る
も
の
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の
肉
付
け
を
戚
せ
し
め
な
い
抽
象
的
な
季
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
な
輪
廓
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

の
面
で
あ
る
。
從
っ
て
希
臓
人
の
塞
間
親
は
察
間
的
時
間
の
形
式
に
於
て
實
現
さ
れ
る
つ
覗
畳
の
作
用
は
も
と
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
ぶ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
や

時
間
的
に
機
湿
す
る
。
け
れ
ど
も
希
臓
的
な
る
も
の
に
於
て
は
三
次
元
的
合
理
性
の
豫
想
無
し
に
は
親
豊
は
獲
展
し

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

得
な
い
。
時
間
を
形
式
と
し
て
有
つ
観
畳
作
用
は
慨
に
渡
稼
化
せ
ら
れ
る
○
換
言
す
れ
ば
希
臓
に
於
て
は
騙
る
こ
と
、

（
即
ち
作
る
こ
と
、
）
は
電
燈
的
時
間
の
形
式
を
ア
プ
リ
オ
ソ
と
す
る
。
反
之
、
推
古
的
親
贅
は
著
し
く
時
閥
的
で
あ

る
。
帥
ち
線
的
で
あ
る
○
時
隅
化
せ
ら
れ
た
室
間
に
鞭
て
で
六
．
く
て
は
視
る
事
は
成
立
し
な
い
。
當
代
人
は
塞
間
が

合
理
的
に
三
次
元
的
で
あ
る
と
い
ふ
豫
想
を
全
然
有
っ
て
み
な
い
。
二
次
元
的
に
物
を
捉
へ
る
。
そ
れ
故
に
、
全
膿

の
調
和
を
響
く
不
統
一
性
を
曝
露
し
、
物
の
在
り
方
は
部
分
的
に
分
裂
酌
で
あ
る
。
謂
は
ば
不
統
一
の
統
一
と
い
ふ

破
調
的
、
逸
脆
的
性
格
を
有
つ
。
囲
め
特
色
は
既
に
埴
輪
に
於
て
槻
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
物
の
存
在
は
之

を
本
龍
的
に
明
晰
に
自
聴
し
て
み
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
三
々
に
分
散
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
全
膿
的
な
統
一
聯
關
が

無
く
、
調
和
、
総
合
的
な
形
成
原
襲
を
有
た
濾
。
之
の
事
實
は
當
代
絡
叢
の
遣
昂
、
例
へ
ば
御
物
海
磯
鏡
背
の
維
書
、

玉
虫
厨
子
籍
陀
維
、
法
隆
寺
金
銅
幡
の
天
女
の
描
法
等
に
如
實
に
掘
取
せ
ら
れ
る
。
海
磯
鏡
背
絡
叢
に
於
て
槻
ら
れ

る
特
色
は
策
三
次
元
性
の
全
き
歓
除
で
あ
る
。
二
次
元
性
の
意
識
は
之
を
明
瞭
に
認
め
る
事
が
群
群
る
○
け
れ
ど
も

奥
行
の
二
念
の
聖
書
は
肉
〃
軍
に
李
面
的
に
表
現
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
波
の
表
し
方
を
慮
と
岡
　
膨
面
に
持
．
ち
來

た
し
て
し
ま
っ
て
み
る
。
然
も
そ
れ
が
抽
象
的
な
線
に
よ
っ
て
表
現
せ
ら
れ
て
み
る
事
は
途
に
物
を
模
襟
化
的
に
表

　
　
　
　
推
古
彫
刻
史
序
設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魂
回
心
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哲
隊
堕
研
究
　
　
僧
妙
二
買
五
十
｝
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
ハ
ニ

は
さ
“
る
を
得
な
く
か
瀞
っ
て
み
る
。
（
雪
嶺
如
露
像
の
裳
裾
の
摺
の
表
現
方
式
を
想
適
せ
よ
）
。
逆
懇
く
波
の
本
性
の

薩
槻
ぱ
あ
る
○
け
れ
ど
も
そ
の
説
閉
的
描
…
寓
は
全
く
見
出
　
さ
れ
得
な
い
Q
肉
．
波
、
人
物
の
間
に
は
共
獣
的
に
合
理

的
な
聯
驕
を
見
弱
し
得
す
之
を
無
親
し
て
相
互
に
燭
立
的
な
存
在
た
ら
し
め
て
み
る
。
叢
で
も
推
古
人
の
惣
然
の
概

念
は
分
裂
的
で
あ
り
、
瞬
時
的
で
あ
っ
て
、
合
理
化
的
綜
合
の
方
途
を
敏
い
て
る
る
。
玉
虫
厨
子
薄
身
給
の
表
現
方

式
は
更
に
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
既
の
厨
子
の
四
方
の
い
つ
れ
の
一
面
を
捉
し
來
っ
て
考
察
し
て
も
三
襟
で
あ
る

の
で
あ
る
が
、
例
へ
ば
捨
身
上
等
の
㎜
國
を
「
掘
る
が
よ
い
。
総
じ
て
物
の
表
し
方
ぱ
残
骸
的
、
で
あ
っ
て
、
吾
々
は
此

の
際
六
朝
及
そ
れ
以
前
に
雲
虚
誕
の
盛
行
あ
り
し
を
想
起
す
る
事
は
有
意
義
で
あ
る
。
帥
ち
、
難
壁
の
表
現
方
式
は

偶
々
の
物
が
一
種
首
鼠
ご
。
コ
ぎ
謹
な
浮
動
性
に
於
て
表
は
さ
れ
、
　
H
、
§
ぎ
的
特
色
を
示
し
て
み
る
。
身
を
投
ず

る
人
物
の
虚
察
に
落
下
す
・
る
標
ま
で
が
…
片
の
焔
の
如
き
域
を
呈
す
る
。
そ
れ
は
い
つ
れ
も
線
的
性
格
を
も
つ
て
表

現
せ
ら
れ
て
み
る
。
そ
し
て
登
膿
的
、
呉
離
的
に
素
材
を
綜
合
統
一
す
る
技
術
を
示
し
て
み
な
い
そ
の
表
現
方
或
は

全
朧
の
連
早
早
を
敏
い
て
る
て
、
部
分
的
、
断
片
的
な
る
素
材
の
非
含
理
的
墨
筆
を
示
し
て
み
る
。
故
に
向
っ
て
左

に
見
出
さ
れ
る
懸
巌
と
黒
し
き
署
乃
至
土
披
の
描
法
は
　
　
建
に
斯
か
る
特
異
な
る
表
現
方
式
を
言
語
的
表
現
に
お

き
換
へ
る
事
の
至
難
さ
を
痛
激
す
る
の
で
あ
る
が
　
　
焼
き
損
ね
の
奇
妙
な
反
り
を
有
つ
煉
泥
を
無
難
作
に
積
み
重

ね
た
如
き
表
現
と
な
っ
て
み
る
。
そ
の
翻
々
の
部
分
が
甥
噺
に
輪
廓
化
せ
ら
れ
て
そ
の
存
在
を
濁
含
糊
に
主
張
し
て

み
る
。
併
も
そ
れ
が
飽
ま
で
フ
ン
ケ
的
で
あ
り
、
噺
片
的
な
る
も
の
の
集
合
な
る
が
故
に
、
隠
忍
酌
7
3
⑦
る
安
定
戚
亀
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地
李
の
落
着
に
茶
か
う
と
し
て
る
な
い
で
、
諸
々
の
物
が
そ
の
ま
、
に
察
陽
に
全
て
浮
い
て
み
る
。
塞
問
は
構
等
合

理
性
無
き
盗
問
で
あ
り
．
　
一
種
虚
無
に
似
た
蟹
が
り
と
深
さ
と
を
示
し
て
み
る
の
み
で
あ
っ
て
、
物
は
か
、
る
地
雫

の
綴
が
り
も
奥
行
の
概
念
も
無
き
大
虚
と
し
て
の
塞
問
に
忽
然
と
し
て
浮
ぶ
の
で
あ
る
Q
併
し
そ
の
物
は
師
物
的
な

る
も
の
に
あ
ら
す
し
て
恰
も
意
識
の
流
動
性
を
貯
ヨ
ヨ
。
塾
風
に
客
槻
的
に
投
琳
せ
る
如
き
特
色
を
右
っ
て
み
る
○

之
を
こ
そ
無
限
な
る
も
の
に
有
限
な
る
も
の
を
見
る
立
場
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
有
は
無
の
中
に
湧
轟
し
贈
る
の
で

あ
る
Q
海
磯
鏡
背
の
絃
に
於
け
る
波
の
表
現
法
、
叉
同
襟
に
橘
夫
人
念
持
佛
の
瀧
池
に
於
け
る
波
の
描
法
も
亦
之
と

別
の
意
味
の
も
の
で
は
な
い
○

　
斯
く
の
如
く
推
古
的
な
る
も
の
に
あ
っ
て
は
流
動
的
な
線
の
み
が
唯
…
の
表
現
手
段
で
あ
り
、
物
は
線
的
に
表
現

せ
ら
れ
．
大
虚
と
し
て
の
馬
糧
は
端
的
に
二
次
元
的
籏
が
り
を
狡
現
す
る
。
線
を
描
く
事
は
座
間
の
狡
現
を
豫
想
し

て
み
る
。
塞
、
聞
に
於
て
線
が
織
か
れ
る
の
で
は
無
く
、
線
が
描
か
れ
る
事
に
よ
っ
て
の
み
寮
腿
ぱ
察
聞
の
厨
牲
を
．
自

立
的
と
す
る
。
総
遍
滋
に
於
て
も
彫
刻
に
於
て
も
描
き
手
は
線
で
あ
っ
て
闘
凸
の
あ
る
蕨
で
は
な
い
。
線
の
本
性
は
時

間
で
あ
る
。
故
に
叢
で
は
慶
墨
指
摘
し
て
來
た
撲
に
察
間
も
時
間
化
せ
ら
れ
る
事
無
く
し
て
は
獲
展
し
な
い
。
既
の

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

故
に
推
右
的
醗
畳
は
時
間
的
察
間
に
於
て
實
現
的
と
な
る
。
從
っ
て
又
、
線
的
と
は
時
隠
的
室
閥
に
於
て
表
現
的
と

な
る
と
こ
ろ
の
性
絡
で
あ
る
。
時
勢
性
を
察
問
性
に
棄
揚
せ
ん
と
す
る
希
峰
入
の
彫
刻
的
澱
界
槻
が
嚢
鴨
的
、
豫
然

的
存
在
論
と
し
て
捉
ら
れ
、
察
轍
魚
を
時
醐
性
の
中
に
棄
揚
せ
ん
と
す
る
推
古
的
静
々
の
漁
界
が
生
鷺
的
、
衝
動
的

　
　
　
　
推
古
彫
刻
更
序
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
三
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哲
學
研
究
第
二
百
五
十
…
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

存
在
論
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
事
は
興
昧
あ
る
書
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
そ
れ
故
に
又
か
、
る
黙
よ
り
し
て
希
臓

　
　
　
　
　
ビ
ル
デ
ン
　
ア

人
の
性
格
を
造
型
的
と
解
す
れ
ば
推
古
人
の
性
格
ば
ヨ
巴
窪
創
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
が
患
摺
る
。
東
洋
に
於
て
書
蓮

の
著
し
く
狡
達
し
て
紫
蘇
の
藝
術
的
頷
域
を
完
成
せ
る
事
は
、
一
そ
れ
が
純
正
な
る
占
術
作
品
で
は
な
い
に
し

ろ
、
i
l
極
め
て
意
義
深
き
も
の
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
書
籍
の
構
造
法
、
リ
ズ
ム
、
墨
の
濃
淡
、
筆
方
及
そ
の
輕

痴
愚
に
よ
っ
て
入
間
の
個
性
や
人
格
の
表
現
．
を
槻
賞
し
、
或
は
理
解
す
る
仕
方
に
は
東
洋
入
の
線
的
性
格
を
把
握
す

る
に
嘗
っ
て
の
一
つ
の
よ
き
示
唆
と
な
る
と
確
信
せ
ら
れ
る
。

　
庭
で
腰
よ
説
き
來
つ
た
如
く
推
古
彫
刻
の
線
的
は
徹
頭
微
尾
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
幾
何
形
的
に
純
化
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ヅ
ォ
リ
ソ
ガ
ー
の
所
謂
讐
ω
紆
注
脚
○
ψ
と
か
、
範
9
δ
切
と
言
は
れ
る
特
色
の
も
の
で
あ

り
、
絡
叢
、
就
中
佛
叢
に
於
け
る
非
写
象
的
な
、
抑
揚
や
〆
鯖
無
き
鐵
線
描
の
如
き
意
味
無
き
線
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
○
客
騰
的
な
現
實
的
な
物
の
在
り
方
の
説
明
や
把
捉
の
意
綴
を
含
ま
臨
写
唐
然
的
な
表
現
方
式
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
Q
か
、
る
線
に
よ
っ
て
表
は
さ
る
、
世
界
は
現
量
的
場
に
着
し
て
は
恒
に
超
自
然
的
に
現
は
れ
、
個
別
化
、

特
殊
化
の
原
理
を
含
ま
ぬ
と
こ
ろ
の
、
必
然
性
、
普
遍
性
の
様
式
と
し
で
理
解
せ
ら
れ
る
Q
例
へ
ば
法
隆
寺
金
堂
内

の
四
天
王
像
を
見
る
が
よ
い
。
若
し
此
等
四
望
の
像
に
於
て
持
物
の
形
駿
や
大
き
さ
の
驕
係
に
よ
っ
て
粕
異
を
．
生
す

る
爾
手
の
配
置
の
違
ひ
を
不
問
に
附
す
る
た
艶
ら
ば
此
等
の
像
は
木
彫
で
あ
り
齢
．
が
ら
、
全
く
同
一
の
錆
型
か
ら
造
り

患
さ
れ
た
如
き
共
通
性
、
麟
↓
性
を
柴
平
に
表
面
化
し
て
み
る
。
生
け
る
も
の
と
し
て
の
表
出
を
最
も
強
く
示
す
讐
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の
顔
の
表
し
方
ま
で
が
共
通
約
な
普
遍
性
に
表
ぱ
さ
れ
て
異
別
的
な
偶
然
性
の
捨
象
を
意
馨
し
て
る
る
で
は
な
い

か
。
又
衣
の
鶴
，
襲
の
刻
み
方
ま
で
が
、
恰
も
規
則
正
し
く
凝
蝕
し
た
結
晶
膿
を
見
る
か
の
楼
に
．
痢
型
的
な
、
鋒
数

的
明
瞭
性
に
於
て
規
則
正
し
き
配
麗
に
お
か
れ
て
る
る
。
又
法
隆
寺
に
慰
す
る
と
こ
ろ
の
六
槻
音
像
と
霧
ひ
傳
へ
ら

れ
る
可
憐
な
あ
ど
け
無
き
表
出
を
持
つ
三
組
の
像
に
於
て
も
個
別
的
な
も
の
の
把
握
を
ね
ら
ふ
と
言
は
ん
よ
り
は
む

し
ろ
岡
型
的
類
似
性
を
極
度
に
固
執
せ
ん
と
し
て
み
る
の
を
看
過
し
難
い
で
は
な
い
か
。
金
堂
藥
師
衡
量
金
銅
像
と

騨
迦
三
訂
像
の
本
曲
の
表
現
方
式
が
、
後
者
に
於
て
例
の
峻
鋭
さ
が
一
段
と
顯
著
に
表
癒
化
せ
ら
れ
て
み
る
と
は
言

へ
、
微
力
し
た
岡
型
性
に
拘
束
せ
ら
れ
て
る
て
、
強
い
て
特
殊
化
の
手
段
を
講
じ
て
み
な
い
の
は
、
假
倉
、
類
型
化

の
傳
統
が
徐
り
に
も
強
烈
な
る
爲
め
北
魏
的
標
式
が
マ
ニ
エ
ー
ル
と
し
て
支
配
的
に
存
窮
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
に

あ
っ
た
と
す
る
に
せ
よ
、
根
本
的
に
は
結
局
普
遍
的
な
る
實
在
の
形
式
の
把
握
を
焙
み
難
く
求
め
た
結
果
に
外
な
ら

な
い
。
吾
々
は
か
、
る
例
を
爾
ほ
多
く
示
す
こ
と
が
出
家
る
。
要
す
る
に
推
古
彫
刻
の
抽
象
的
性
格
は
普
遍
性
の
原

理
の
甥
挟
に
あ
り
、
形
而
下
的
な
る
も
の
の
否
定
、
そ
の
稲
反
と
し
て
の
形
而
上
的
世
界
の
表
現
を
意
議
す
る
も

の
、
此
の
擾
の
も
の
な
ら
漁
本
膿
的
者
の
形
象
化
に
外
な
ら
か
い
い
。
著
し
く
綴
世
閥
的
牲
格
を
有
つ
も
の
と
し
て
理

解
せ
ら
れ
る
埃
及
彫
刻
で
す
ら
、
爾
ほ
推
古
彫
刻
に
比
す
れ
ば
人
間
奥
を
持
つ
。
筆
者
ぱ
推
古
彫
刻
に
於
て
こ
そ
眞

の
富
強
に
於
て
嶺
世
間
的
な
世
界
の
把
握
を
見
る
の
で
あ
り
、
藝
術
に
於
け
る
抽
象
業
義
も
推
古
彫
刻
以
上
に
微
す

る
事
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
し
、
叉
そ
れ
以
上
に
串
つ
る
事
は
最
早
や
藝
術
の
破
壊
に
絡
る
と
患
は
れ
る
。
そ
れ
は
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決
し
て
特
質
的
に
世
界
の
壽
働
面
を
捉
へ
て
個
2
4
的
な
る
も
の
の
中
に
普
遍
的
な
る
も
の
を
瞥
見
せ
ん
と
す
る
も
の

で
は
な
く
、
飽
ま
で
世
界
に
饗
す
る
普
遍
的
認
識
そ
の
も
の
を
達
成
せ
ん
と
す
る
情
熱
を
含
み
、
慎
常
不
鍵
な
る
主

膿
の
模
索
を
追
慕
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
推
古
人
の
陶
冶
は
．
假
命
そ
れ
が
六
朝
的
な
る
も
の
の
軍
な
る
派
生

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
細
別
的
な
偶
然
に
捉
は
れ
る
事
無
き
一
般
者
、
郎
ち
根
源
的
世
界
の
恒
常
的
な
把
握
を
目
指

し
て
み
た
と
言
へ
や
う
。
勘
ち
、
叢
で
問
題
で
あ
る
の
は
個
、
種
、
類
で
は
な
く
、
そ
れ
等
の
も
の
の
根
源
と
し
て

の
「
世
界
し
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
抽
象
的
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
反
面
の
敏
隔
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
徹

底
し
た
普
遍
主
義
は
か
、
る
画
影
酌
な
も
の
、
特
殊
的
な
も
の
を
も
廣
く
含
包
す
る
方
途
を
敏
く
事
は
或
は
避
け
難

き
蓮
命
で
も
あ
ら
う
か
○

　
い
つ
れ
に
せ
よ
、
挺
界
性
の
表
現
を
熾
烈
に
企
個
し
て
み
る
と
い
ふ
黙
で
推
古
彫
刻
の
史
的
仁
義
は
愼
重
に
見
改

む
可
き
重
要
性
を
経
つ
。
殊
に
そ
れ
が
現
代
の
藝
術
の
親
野
か
ら
児
改
め
ら
れ
る
事
は
特
に
切
望
せ
ら
れ
て
よ
い
で

あ
ら
う
○

　
因
に
、
推
古
彫
刻
の
時
代
は
第
六
世
紀
宇
ば
氏
族
刷
の
自
己
崩
壊
期
に
始
ま
り
、
約
一
世
紀
存
綾
し
て
中
央
集
樺

的
國
家
朧
制
の
整
へ
る
と
共
に
そ
の
姿
を
翻
す
。
そ
し
て
推
古
期
の
後
に
次
ぐ
天
皇
期
に
は
唐
代
彫
刻
の
影
響
に
基

く
豊
本
的
古
典
の
時
代
の
現
出
を
見
る
。
蕪
で
始
め
て
吾
々
は
典
型
的
な
a
本
的
窩
實
主
義
に
就
い
て
論
ず
る
事
が
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叢
古
書
期
吏
序
親

六
七

出
黙
る
。
郎
ち
．
推
誉
彫
刻
は
一
方
に
於
て
六
朝
的
な
る
も
の
の
一
グ
ラ
ン
チ
た
る
と
共
に
、
他
方
、
我
鴎
に
於
て

は
原
始
彫
刻
と
し
て
の
埴
輪
と
古
典
彫
刻
と
し
て
の
天
彫
的
な
る
も
の
と
の
中
聞
的
存
在
で
あ
る
。
掘
稿
、
「
原
始
彫
刻

と
し
て
の
埴
輪
」
考
古
學
維
誌
、
及
「
彫
刻
史
に
於
げ
る
天
単
的
な
う
も
の
の
一
面
」
費
雲
第
十
一
冊
謬
照
。
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