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問
題
の
所
在

　

こ
と
あ
る
ご
と
に
新
聞
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
で
あ
る
。
確
か
に
取
り
上
げ
る
に
は
恰
好
の

言
葉
が
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
は
多

い
。
適
度
に
洒
落

て
い
て
、
し
か
も
深
遠
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー

と
は

一
体
何
を
言

っ
た
人
な
の
か
?

一
度
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
惹
か
れ
な
が
ら
も
、
結
局
は
放
り
投
げ
た
記
憶
が
誰

に
も
お
あ
り
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
に
は
余
り
に
も
難
解
で
理
解
出
来
な
い
深
遠
な
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
我
々
凡
人
に
は
結
局
手
が
出
せ
な
い
。

そ

こ
で
ヴ

ェ
ー
バ
ー
用
語
を
専
門
に
解
釈
す
る
ヴ

ェ
ー
バ
ー
学
者
が
登
場
し
、
訓
詰
学
的
に
逐
一

解
釈
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し

か
し
そ
れ
で
も
我
々
凡
人
に
は
良
く
分
か
ら
な

い
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
立
論
と
い
う
の
は
え
て
し
て
飛
躍
が
多
く

、
問
題
提
起
が
大

抵

そ
の
ま
ま
結
論

へ
と
繋
が

っ
て
い
っ
て
し
ま
い
、
肝
心
の
そ
の
間
の
論
証
部
分
と
い
う

の
は
―
―

大
体
が
細
か

い
活
字
の
び

っ
し

り
と

し
た
注
の
部
分
で
あ
る
ー

不
可
解
で
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
残

っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
肝
心
の
よ
く
分
か
ら

な
い
論
証
部
分
と

い
う

の
は
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
学
者
は
え
て
し
て
扱

っ
て
く
れ
な
い
。
さ
て
、
あ
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
特
有
の

煽
種
異
様
な
分
か
ら
な
さ
と

い

う
の
は

一
体
ど

こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
論
証
と
い
う
の
は
、
本
当

に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
学
者

の
言

っ
て
い
る
よ
う

に
正
し
い
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
自
分
の
貧
弱
な
頭
で
は
到
底
分
か
ら
な

い
と
絶
望
し
て
若

い
時
分
に
放
り

投
げ

た
人
間
達

の
方
が
間
違

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
そ
れ
と
も
今
現
在
も
分
か
る
と
称
し
て
い
る
人
間
達
の
方

が
間
違

っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
?
以
上
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
彼
の
名
を
最
も
有
名
に
し
た
論
文
、
『プ

ロ
テ
ス
タ

ン
テ

ィ
ズ

ム
の
倫
理

　
　

　
　
　
　
　

(2
)

と
資
本
主
義
の
精
神
」
を
用
い
て
、
そ
し
て
そ
の

『倫
理
』
論
文
の
中
で
も
最
も
難
解
と
さ
れ
て
い
る
部
分
と
し
て
、

一
つ
は
ル
タ
ー

の
「
B
e
r
u
f
-

概
念
」
を
め
ぐ
る
あ

の
長
大
な
注
の
部
分
、
い
ま

一
つ
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
素
材
と
し
て

「資

本
主
義
の
精
神
」

の
理
念
型
を
構
成
す
る
部
分
-

実
は
こ
れ
が

「
B
e
r
u
f
-

概
念
」
を
め
ぐ
る
あ
の
長
大
な
注
を
生
じ
さ
せ
た
そ
も
そ
も
の
原
因
部
分

で
あ

る
こ
と
は
、
後
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
―
―

、
こ
れ
ら
二
箇
所
を
選
び
出
し
、
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
の
難
解

さ
の
原
因
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿

の
課
題
で
あ
る
。

Ⅰ

内
的
親
和
関
係
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
ま
ず
B
e
r
u
fに
関
す
る
注
の
部
分
で
あ
る
が
、
読
み
手
側
の
理
解
し
よ
う
と

い
う
意
欲
を
殆
ど
沮
喪
さ
せ
る
ま
で
の
こ
の
部
分
の

難
解
さ
は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
議
論
の
本
筋
は
絶
え
ず
あ
ち
こ
ち
に
迂
回
す
る
。
そ
し
て
そ
の
周
囲
に
は
、
不
要

と
し
か
思
わ
れ
ぬ
枝
葉

の
議
論
が
い
つ
も
二
重

・
三
重
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
妻

マ
リ
ア
ン
ネ
を
し
て
「脚
注

の
腫
瘍
F
u
β
n
o
-

　
　
　
　
　
　

(3
)

t
e
n
g
e
s
c
h
w
u
l
s
t
」

と
ま
で
嘆
か
せ
た

『倫
理
』
論
文

の
難
解
に
し
て
膨
大
な
注
の
う
ち
で
も
最
た
る
も
の
が
こ

の
B
e
r
u
fに
関
す

る
注

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
こ
の
部
分
が
正
面
切

っ
て
明
晰
に
論
じ
ら
れ
た
例
を
、
海
外
を
も
含
め
て
筆
者
は
寡
聞
に
し
て

一
切
聞
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二
二

か
ぬ
。
さ
て
、
議
論
を
追
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
読
み
手
側
の
忍
耐
力
を
全
く
考
慮
し
て
い
ぬ
と
言
わ
ざ
る
得
ぬ
こ
の
よ
う
に
分
か
り
に
く

い
議
論
を
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
な
ぜ
行

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

な
ぜ
も

っ
と
明
晰
に
簡
潔
に
書
け
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
?
難
解
極

ま
り
な

い
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
追
跡
を
こ
れ
か
ら
試
み
よ
う
と
す
る
我
々
の
叙
述
自
体
ま
で
も
が
読
者
の
忍
耐
を
超
え
た
も
の
と

な
ら
ぬ
た
め
に
も
、
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
我
々
の
戦
略
を
手
短
に
示
し
て
お
く
こ
と
が
有
益

で
あ
ろ
う
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う

な
ら
ば
、
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
と
は
無
駄
な
議
論
を
全
く
せ
ぬ
極
め
て
明
晰

か

つ
怜
悧

な
男
で
あ
る
。
彼
が
行
う

一
見
不
必
要

と
し
か
思
え
ぬ
不
可
解
な
議
論
は
、
彼

の
立
論
に
と

っ
て
は
全
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
難
解
な
議
論

の
必
要
不
可
欠
さ
を

見
抜

か
ぬ
限
り
、
即
ち
、
難
解
な
論
理
の
迷
路
を
組
み
上
げ
ざ
る
得
な
か

っ
た
ヴ

ェ
ー
バ
ー
側
の
必
要
性
を
喝
破
せ
ぬ
限
り
、
彼

の

"難
解
"
な
叙
述
は
従

っ
て
い
つ
ま
で
も
難
解
な
ま
ま
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
彼
は
何
ら
か
の
必
要
性
が
あ

っ
て
難
解
に

)

叙
述
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
当
方
の
戦
略
に
と

っ
て
更
に
有
効
な
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
際
ど
の
よ
う
な
手
札
(
4
)

を
し
か
手

に
し
得
て
い
な
か

っ
た
か
に
注
意
を
払
う

こ
と
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
手
札
は
議
論
の
展
開
に
対
し
て
、
そ
の
苦
し

い
台
所
事
情
に
は

思
い
及
ば
ぬ
観
察
者
の
眼
に
は
不
可
解
と
し
か
映
ら
ぬ
変
則
的
な
動
き
を
必
然
的
な
も

の
と
し
て
強
制
す
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
議

論
の
前
段
で
の
無
理
な
飛
躍
、
断
定
、
こ
れ
ら
も
ま
た
後
段
で
の
大
掛
か
り
な
迂
回
の
必
要
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
迂
回
の
巧
み
さ

を
我

々
は
後
に
知
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
と
は
極
め
て
頭
の
良

い
男
で
あ
る
。
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
こ
と
は
結
局
は
こ
れ
で

あ
る
。
も

つ
と
も
、
そ
う
し
た
怜
悧

さ
を
知
的
に
誠
実
な
こ
と
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
別
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
こ

の
場
で
は
そ
れ

は
問
わ
な
い
。

　
先
ず
大
雑
把
に

「倫
理
」
論
文
の
前
半
部

の
構
造
を
概
観
す
る
。
「倫
理
」
論
文
の
最
終
目
標
は
既
に
そ

の
表
題

に
明
示
さ
れ
て

い
る
。
即
ち
、
「プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
」
と

「資
本
主
義
の
精
神
」
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は

一
見
相
互
に
水
と
油
の
如
く

反
発

し
合
う
も

の
、
相
入
れ
ぬ
も
の
と
し
か
思
え
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
歴
史
的
起
源
に
ま
で
遡

っ
て
み
れ
ば

二
つ
は
意
外
な

"内

的
親
和
関
係
"
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
近
代
西
欧
の
資
本
主
義
社
会
を
形
造
る
上
で
一

つ
の
重
要
な
契
機
と
な

っ
た

「資
本
主

義
の
精
神
」
は
、
現
世
に
お
け
る
野
放
図
な
単
な
る
営
利
衝
動
な
ど
か
ら
生
じ
て
き
た
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
全
く
の
正
反

対
物
と

し
か
思
え
ぬ
と
こ
ろ
の
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
禁
欲
的
職
業
倫
理
に
由
来
す
る
も

の
な

の
で
あ

る
、

と

い
う

の
が

「倫
理
」
論
文
に
お
け
る
ヴ

ェ
ー
バ
!
の
主
張
で
あ

っ
た
。
さ
て
、
「倫
理
」
論
文

の

"難
解
さ
潔
の
源
は
、
ヴ

ェ
ー
バ

ー
の
こ
の
主

張
内
容

そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
こ
の
主
張
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
際
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
手
法
に
あ
る
。
普
通
の
オ
ー

ソ
ド

ッ
ク
ス

な
歴
史
叙
述
で
あ
れ
ば
、
歴
史
の
流
れ
と
共
に
過
去
か
ら
現
在

へ
と
順

々
に
叙
述
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
穏
当
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
恐
ら
く
は
単
調
で
平
板
な
記
述
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
事
実
に
関
す
る
叙
述
は
余
り
に
も
錯
綜
し
、
「
因
果
関
係
の
た

だ

一
つ
の
側
面
」
(
R
S
：
1
2
)
を
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
(
5
)

な
ど
と

い
う

こ
と
は
到
底
望
み
得
な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
や

「倫
理
』
論
文
に
お
い
て
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
そ
う
し
た
穏
当
な
や
り
方
を
好
ま
な
い
。
彼
は
も

っ
と
す

っ
き
り
と
水
際
だ

っ
た
方
法
、

普
通
の
歴
史
叙
述
と
は
全
く
異
な
る
方
法
を
選
ぶ
。
歴
史
の
流
れ
と
は
逆
に
、
現
在
か
ら
過
去

へ
と
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
か
ら
構
成
し
た

「資
本
主
義
の
精
神
」
を
踏
み
台
と
し
て
彼
は
跳
躍
し
、
時
間
の
流
れ
を

一
気
に
遡

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

`

て
、
古

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
に
お
け
る
禁
欲
的
職
業
倫
理
と

「資
本
主
義
の
精
神
」
と
の
こ
の
二
つ
を
一
挙
に
結
び
付
け
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
「倫
理
』
論
文
前
半
部
が
読
み
手
に
与
え
る
、
社
会
科
学
論
文
と
し
て
は
稀
に
見
る
鮮
や
か
な
印
象

の
源
が
こ
こ

に
あ
る
。
と
同
時
に
、
「倫
理
」
論
文
全
構
造
の
構
造
上

の
無
理
も
、
そ
し
て
そ
の

"難
解
さ
〃
の
源
も
、
こ
の
前
半
部

に
集
中
す

る
。
以
上
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
た
上
で
、
前
半
部
分
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
か
ら
ル
タ
ー

へ
の
跳
躍
の
構
造
を
ざ

っ
と
概
観
し
て

み
よ
う
。

　
彼
は
先
ず
、
職
業
統
計

に
お
い
て
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
方
が
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
も
上
層
の
職
種
に
就
い
て
い
る
、
と

い
う
事
実
か

ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
、
宗
教
的
信
仰
心
以
外
の
も
の
に
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
説
明
を
、
即

ち
、
「
〔そ
の
時

々
の
)
外
的
な
歴
史
的

・
政
治
的
状
況
の
内
に
」
(
A
r
c
h
i
v
:
　
6
;
　
R
S
：
　
2
3
；
　

大
塚
訳
二
五
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
七

六
頁
)
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
説
明
を
次
々
と
斥
け
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
つ
い
に
は
、

一
方
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の

.
"
非
現
世

二
三



二
四

的
な
禁
欲
的
信
仰
心
"
、
他
方
に
は
や
は
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
見
ら
れ
る

"現
世
に
お
け
る
活
発
な
資
本
主
義
的
営
利
活
動
"
、

こ
れ
ら
殆
ど
水
と
油
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
二
つ
の
も

の
の

「全
き
対
立
は
、
正
に

一
つ
の
内
的
親
和
関
係

へ
と
ひ

っ
く
り
返
さ

れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
8
;
　
R
S
：
　
2
5
f
.
；
　

大
塚
訳
二
九
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
八
〇
頁
〉
と
考
え

る
以
外
途
は
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
換
言
す

る
な
ら
ば
、
最
も
相
反
す
る
も
の
同
志
の
間
に
結
び
付
き
を
想
定
す
る
し
か
方
法
は
な
い
と

い

う

と
こ
ろ
ま
で
、
そ
の
作
業
を
押
し
進
め
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う

に
言
う
。

　

「従

っ
て
も
し
も
、
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
精
神

〔に
お
け
る

一
定
の
刻
印
〕
と
近
代
の
資
本
主
義
的
文
化
と

の
間
に
、

内

面
的
な
親
和
関
係
が

〔そ
も
そ
も
〕
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
…
む
し
ろ
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ

ム
の
精
神
の
純
粋
に
宗
教
的
な
特
徴
の
内
に
否
が
応
で
も
w
o
h
l
　
o
d
e
r
　
u
b
e
l

求
め
る
他
な
い
の
で
あ
る
。」

(
A
r
c
h
i
v
:
　
1
1
；
　
R
S
：

2
9
;
　

大
塚
訳
三
三
頁
；
　梶
山
訳

・
安
藤
編
八
三
頁
)

　

勿
論
言

う
ま
で
も
な
く
、
「否
が
応
で
も
求
め
る
他
な
い
」
な
ど
と
言
わ
ざ
る
得
ぬ
羽
目
に
陥

っ
た
の
は
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
自
身

が

他

の
説
明
の
可
能
性
を

一
切
斥
け
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
例
え
て
言
う
な
ら
ば
、
資
本
主
義
的
営
利
活
動

と

い
う
此
岸
か
ら
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と

い
う
彼
岸

へ
と
橋
を
渡
そ
う
と
す
る
に
当
た
っ

て
、
も

つ
と
川
幅
も
狭
く
流
れ
も

緩

や
か
な
所

(
＝
外
的
諸
状
況
に
説
明
を
依
存
し
得
る
よ
う
な
場
所
)
に
橋
を
渡
す
可
能
性
を
一

切
斥
け
、
「
も

し
橋
が
渡
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
こ
こ
だ
、
こ
こ
し
か
な

い
」
と
言

っ
て
、
橋
の
利
用
者
の
不
便
も
施
工
業
者

の
予
算
も
考
え
ず
、
最
も

川
幅

の
広

い
地
点
を
わ
ざ
わ
ざ
指
差
し
て
い
る
建
築
家
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
こ

の
建
築
家
は
他

の
地
点
に
橋
を
渡
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
確
か
に
説
得
力
を
持

っ
て
論
証
し

て
く
れ
た
の
で
あ

る
が
、
彼

の
言
う
こ
の
地
点

に
そ
も
そ
も
橋
が
架
け
得
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ま
だ

一
言
も
言
葉
を
発
し
て
い
ぬ
、

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
こ
ま
で
の
第

一
章

・
第

一
節
末
尾
に
至
る
ま

で
の
論
証
に
お

い
て
、
プ
ロ
テ
ス

タ

ン
ト
が
カ
ト
リ

ッ
ク
に
比
し
何
故
資
本
主
義
的
営
利
活
動
に
携
わ
る
こ
と
が
多

い
の
か
、
と

い
う

こ
と
を
他

の
理
由
付
け
に
よ

っ

て
は
十
分
説
明
付
け
る
こ
と
は
出
来
な

い
と

い
う

こ
と
を
論
証
し
た
に
留
ま
り
、
彼
の
言
う

"内
的
親
和
関
係
〃
な
る
も
の
に
よ

っ

て
果
た
し
て
そ
れ
が
説
明
出
来
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
、
と

い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ま
だ

一
言
も
述
べ
て
は
い
ぬ
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、　

"内
的
親
和
関
係
〃
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
に
留
ま
り
、
事
実
存
在
し
得
る
か
否
か
の
論

証
に
は
ま
だ

一
歩
も
踏
み
込
ん
で
い
ぬ
の
で
あ
る
。

　

で
は
ど
う
や

っ
て
橋
を
渡
す
か
?
今
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
目
の
前
に
あ
る
の
は

「
『労
働

の
精
神
』
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
『進
歩

の
精
神
』

と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
或
い
は
こ
れ
以
外
の
ど
ん
な
呼
び
方
で
呼
ば
れ
る
に
せ
よ
、
通
例
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ

っ
て
呼
び
覚
ま

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
精
神
」
(
A
r
c
h
i
v
:
　
1
0
；
　
R
S
：
　
2
9
；
　

大
塚
訳
三
二
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編

八
三
頁
)
の
み

で
あ
る
。
こ
れ
を
手
掛
り
と
し
て
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
へ
と
遡

っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

Ⅱ

「資
本
主
義
の
精
神
」

　
第
二
節
に
入
る
や
否
や
、
こ
の
建
築
家
は
や
お
ら
彼
の
指
示
し
た
こ
の
岸
辺
に
足
場
を
組
み
始
め
る
。
こ
れ
が

「資
本
主
義
の
精

神
」
で
あ
る
。
足
場

の
素
材
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
、
【若
き
職
人

へ
の
助
言
】
と

『富
ま
ん
と
す
る
者

へ
の
指
針
』
で

あ
る
。
「
時
は
金
な
り
…
」
と

い
う
あ
の
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
は
前
者
に
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
建
築
家
は
な

か
な
か
に
神
経

質

で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
技
量
の
程
を
示
す
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
組
ま
れ
る
べ
き
足
場
が
対
岸
か
ら
完
壁
に
離
れ

て
い
る
こ
と
を
要

求
す
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「資
本
主
義

の
精
神
」
の
理
念
型
は
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
宗
教
性
が
曇
な
く
除
去
さ

れ
て
い
る
形

で

構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
言
う
。

　

「我

々
は
こ
の
目
的
の
た
め
に

〔
＝
「資
本
主
義

の
精
神
」
と
い
う
対
象
を
差
し
当
た
り
暫
定
的
に
例
示
す
る
た
め
に
〕
、
く
だ

ん
の

「精
神
」
に
関
す
る
或
る

一
つ
の
記
録
に
頼
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
記
録
は
、
こ
こ
で
差
し
当
た

っ
て
問
題
に
な
る
と
こ
ろ

二
五



ニ六

の
も
の
を
殆
ど
古
典
的
な
純
粋
さ
で
含
ん
で
お
り
、
〔
し
か
も
同
時
に
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失
っ
て
お
り

v
o
n 

a
l
l
e
r 

d
i
r
e
r
k
e
n 

b
e
z
i
e
h
u
n
g 

z
u
m 

R
e
l
i
g
i
Ö
s
e
n
、
そ
れ
故
l
l我
々
の
主
題
に
と
っ
て
l
l
『
無
前
提
的
』
で

あ
る
と
い
う
長
所
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〕
」

(
A
r
c
h
i
v
: 

1
2
f
.
; 

R
S
: 

3
1
；
大
塚
訳
四

O
頁
；
梶
山
訳
・
安
藤
編
八
九

頁

こ
の
言
葉
と
共
に
引
用
さ
れ
る
の
が
前
述
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
で
あ
る
。
即
ち
ヴ
ェ

l
バ
l
は
、
「
資
本
主
義
の
精

神
」
の
理
念
型
を
構
成
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
理
念
型
構
成
の
た
め
の
素
材
と
し
て
今
か
ら
用
い
よ
う
と
す
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

文
章
が
「
宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失
っ
て
」
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
「
全
く
」
に
付
さ
れ

て
い
る
強
調
は
ヴ
ェ

l
パ
l
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
引
用
文
中
の
「
し
か
も
同
時
に
…
」
以
降
の
、
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
の
二
つ
の
文
章
が
宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接
的
な
関
係
を
一
切
失
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
『
無
前
提
的
』
で
あ
る
と
い
う
長
所
を
示

し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
部
分
は
『
倫
理
』
論
文
が
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
に
収
め
ら
れ
る
た
め
に
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二

O

年
に
か
け
て
改
訂
さ
れ
た
際
に
ヴ
ェ

l
パ
l
自
身
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
『
倫
理
』
論
文
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
(
一

九

O
四

/
O五
年
)
後
、
ヴ
ェ

l
パ
l
は
手
ひ
ど
い
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
『
宗
教
社
会
学
論
集
』
に
収
め
ら
れ
た
際
に
付
さ
れ

た
『
倫
理
』
論
文
冒
頭
の
注
に
お
け
る
ヴ
ェ

l
パ
1
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
改
訂
に
際
し
て
の
加
撃
は
何
よ
り
も
そ
う
し
た
不
毛

な
論
争
を
避
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
考
え
得
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
誤
解
を
将
来
に
渡
っ
て
防
ご
う
と
努
め
た
」

(RS: 
16; 

大
塚
訳
一
二
頁
；
一
梶
山
訳
・
安
藤
編
六
五
頁
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
我
々
は
ヴ
ェ
l
パ
ー
に
よ
っ
て
わ
ざ

わ
ざ
行
わ
れ
た
こ
の
部
分
の
加
筆
の
持
つ
意
味
を
こ
こ
で
十
分
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
の
加
筆
は
、
恐
ら
く
は

次
の
よ
う
な
的
外
れ
な
非
難
を
前
も
っ
て
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
ヴ
ェ

l
バ
l
は
、
あ
ら
か
じ
め
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
色
彩
を
帯
び
た
資
料
を
意
図
的
に
選
択
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
素
材
と
し
て
理
念
型
を
構
成
し
、
然

る
後
に
そ
の
理
念
型
を
足
掛
か
り
と
し
て
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
へ
と
遡
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
色
彩
を
帯
び
た
資
料
か
ら
構
成
し
た
と
こ
ろ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
な
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
内
に
含
ん

だ
『
資
本
主
義
の
精
神
』
と
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
間
に
"
内
的
親
和
関
係
"
が
存
在
す
る
と
論
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

そ
れ
は
当
た
り
前
の
話
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
い
た
こ
と
に
は
何
も
な
ら
ぬ
。
「
資
本
主
義
の
精
神
」
と
い
う
理
念
型
を
構
成
し
た

際
に
既
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
的
な
も
の
を
含
み
込
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
は
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
概
念

を
把
握
す
る
と
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
や
り
方
で
概
念
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
は
こ
れ
を
不
当
前
提
唱
peririo

pr
i
n
c
i
p
i
i
と
呼
ぶ
」
と
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
が
宗
教
的
な
も
の
を
全
く
含
ん
で
い
な
か
っ
た
以
上
、
言
う
ま
で
も
な
く
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
的
な
こ
う
し
た

非
難
は
成
り
立
た
な
い
。
"
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
非
現
世
的
禁
欲
的
信
仰
心
"
と
，
貨
幣
の
獲
得
の
み
を
現
世
に
お
い
て
自
己
目
的

的
に
指
向
す
る
「
資
本
主
義
の
精
神
」
"
と
い
う
こ
れ
ら
こ
つ
の
も
の
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性
を
際
立
た
せ
、
然
る
後
に
こ
れ
ら
二
つ

の
も
の
を
結
び
付
け
て
見
せ
よ
う
と
い
う
『
倫
理
』
論
文
の
出
発
点
か
ら
の
論
証
の
方
向
か
ら
し
で
も
、
理
念
型
構
成
の
素
材
と
し

て
こ
れ
か
ら
用
い
よ
う
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
の
内
に
宗
教
性
の
残
津
が
残
り
な
く
払
拭
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認

し
て
お
く
こ
と
は
、
確
か
に
ヴ
ェ

l
パ
l
に
と
っ
て
は
必
要
な
手
続
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
倫
理
』
論
文
は
下
手
を
す
る
と
、

何
を
論
証
し
た
の
か
判
ら
ぬ
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
(
同
語
反
復
)
の
論
文
と
い
う
非
難
を
浴
び
せ
ら
れ
か
ね
ぬ
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
、
こ
の
辺
り
の
確
認
は
ヴ
ェ

l
パ
l
は
実
に
神
経
質
に
お
こ
な
う
。

き
て
、
従
っ
て
現
行
「
大
塚
訳
」
に
付
け
ら
れ
て
い
る
「
訳
者
解
説
」
の
次
の
部
分
は
、
こ
こ
で
の
ヴ
ェ
l
バ
l
の
立
場
か
ら
す

る
な
ら
ば
"
誤
読
"
―
―
そ
れ
『
倫
理
』
論
文
の
全
構
造
を
揺
る
が
し
か
ね
ぬ
極
め
て
危
険
な
"
誤
読
"
―
―
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
大
塚
久
雄
は
「
訳
者
解
説
」
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
思
想
は
、
内
容
的
に
は
ま
だ
ま
だ
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
な
い
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
残
存
物
が
い
っ

ぱ
い
つ
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
形
の
上
で
は
も
う
宗
教
か
ら
解
放
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
う
し
た
境
目
に
位
置

二
七



二
八

し

て
い
る
。
で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
短
文
は
、
問
題
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
て
い
く
た
め
格
好
な
材
料
だ
と

い
う

の
で
す
。」
(
大
塚

訳

三
八
六
頁
)

　
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が

「宗
教
的
な
も
の

へ
の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失

っ
て
お
り
、
そ
れ
故
―
―

我
々
の
主
題
に
と

っ
て
―
―

『無
前

提
的
」
で
あ
る
と

い
う
長
所
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
言

い
切

っ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
同
じ
文
章
を

、
大
塚
は

「ま
だ

ま
だ
ピ

ュ
ウ
リ
タ

ニ
ズ
ム
な

い
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ

ム
の
思
想
的
残
存
物
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま

っ
て
」
お
り
、
「ち

ょ
う
ど
そ
う
し
た
境

目

に
位
置
し
て
い
る
」
「格
好
な
材
料
」
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
引
用
し
た
の
で
あ

る
、
と

述
べ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
解
釈
と
し
て
は
大
塚
久
雄
の

「訳
者
解
説
」
の
こ
の
部
分
は
間
違

い
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
大
塚
ほ
ど
の
人
物
が
、
こ
ん
な
基
本
的
部
分
で
そ
ん
な
に
簡
単
な
間
違
い
を
犯
す
も

の
で
あ
ろ
う
か
?

誤
読
に
は
常
に
正

読

へ
の
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
大
塚
ほ
ど
の
人
間
の
誤
読
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
十
分
探
究
し
て
み
る
価
値
の
あ

る

"誤
読
"

と
考
え
ざ
る
得
な
い
。
従

っ
て
問
題
は
む
し
ろ
、
如
何
な
る
理
由
か
ら
大
塚
は
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
し

た
の
か
、
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
仮
に
大
塚
が
ヴ

ェ
ー
バ
ー
解
釈
と
し
て
は
確
か
に
こ
の
部
分
で
間
違

い
を
犯
し
て
い
た
と
し
て
も

、
で
は
し
か
し
そ

の
間
違

い
は
ど
こ
か
ら
、
そ
し
て
誰
か
ら
由
来
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、

ヴ

ェ
ー
バ
ー
本
人
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
解
釈
と
し
て
は
大
塚

の
こ
の
部
分
の
解
説
は

"誤
読
"
な

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
は
大
塚
久
雄
に
責
任
の
あ
る
誤
読
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
大
塚
久
雄
は
正
し
か
っ

た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
我
々
は
本
稿
の
末
尾
で
触
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

さ
て
、
最
後
に
こ
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
の
非
宗
教
性

の

"確
認
"

が

『倫
理
』
論
文

の
全
構
成
に
と

っ

て
ど

の
よ
う
な
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
、
こ
の
部
分
を
後
に
し
よ
う

。
そ
の
こ
と
を
語

っ
て
く
れ
る
の
が
、

『倫
理
』
論
文
結
末
近
く
に
お
け
る
、
論
証
の
全
行
程
を
振
り
返

っ
た
ヴ

ェ
ー
バ
ー
自
身

に
よ
る
次

の
言
葉
で
あ

る
。

　

「読
者
は
こ
こ
で
今

一
度
、
こ
の
論
文
の
冒
頭
で
引
用
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
読
み
返
し
て
頂
き
た

い
。
そ
う
す
れ
ば
そ

こ
で

「資
本
主
義

の
精
神
」
と
名
付
け
ら
れ
た
あ

の
心
情
の
本
質
的
要
素
は
、
我

々
が
先
に
ピ

ユ
ー
リ
タ
ン
の
職
業
的
禁
欲

の
内

容

と

し
て
確
定
し
た
も
の
と
正
に
同
じ
も

の
で
あ

っ
て
、
た
だ
宗
教
的
基
礎
付
け
を
欠

い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て

〔正

に
〕

フ

ラ

ン
ク
リ
ン
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
宗
教
的
基
礎
付
け
は
既
に
死
に
絶
え
て
し
ま

っ
て
い
た

〈
A
r
c
h
i
v
:
い
る
〉

の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
分
か

っ
て
頂
け
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
A
r
c
h
i
v
 
B
d
.
 
2
1
:
 
1
0
7
;
 
R
S
:
 
2
0
3
;

大
塚
訳

三
六
四
頁
；

梶
山

訳

・
安
藤
編
　
三

五
五
頁
。
傍
点
引
用
者
)

　

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
場
合
が

「宗
教
的
基
礎
付
け
を
欠

い
て
い
る
」
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
論
理
的
要
請
で
す
ら
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

"宗
教
的
基
礎
付
け
を
今
で
は
欠

い
て
し
ま

っ
て
い
る
禁
欲
的
職
業
倫
理
"

(「資
本
主
義

の
精
神
」
)
が
、
"
宗
教

的
基
礎
付
け
を
有

し

て
い
た
禁
欲
的
職
業
倫
理
"

(ピ

ユ
ー
リ
タ
ン
の
職
業
的
禁
欲
)
か
ら
由
来
し
た
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
こ

そ

『倫
理
』
論
文

の
意
義
は
存
す
る
の
で
あ
り
、
も
し
も
仮
に
宗
教
的
基
礎
付
け
を
欠
く
と
い
う
こ
の
要
請
を

「資
本
主
義
の
精
神
」
が
満
た
さ
ぬ
と

す

る
な
ら
ば
、
そ
の
時

『倫
理
』
論
文
は

"同
じ
も
の
"
か
ら

"正
に
同
じ
も
の
"
が
生
じ
て
き
た
こ
と
を
論
証
し
た
に
過
ぎ
ぬ
同

語
反
復
の
論
文
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
先
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
な
り
か
ね
ぬ
、
と
述
べ
た
の
は
こ
の
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
ま
で
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
叙
述
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も

の
は

"「宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接

的
な
関
係
を
全
く

失

っ
て
」

い
る
記
録
を
素
材
と
し
て
造
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の

「資
本
主
義

の
精
神
」
"
で
あ
り
、
"
「宗
教
的
基
礎

付
け

が
既
に
死
に

絶
え
て
し
ま

っ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
の

「資
本
主
義
の
精
神
」
"
で
あ

っ
た
。
改
訂
前
の

『倫
理
』

論
文

で
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
定

　

　
　
　

(8
)

義

に
従

っ
て
今
そ
れ
を
引
用
し
て
お
け
ば
、
「自
分
の
財
産
を
大
き
く
す
る
こ
と

へ
の
関
心
が
自
己
目
的
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
関
心
に
対
し
て
各
人
は
義
務
が
あ
る
、
と

い
う
思
想
」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
1
4

)で
あ
る
。
更
に
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
の

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
叙
述
で
は
、
自
己
の
資
本
を
増
殖
さ
せ
る
こ
と
は

"自
己
目
的
化
さ
れ

た
義
務
"
と
は
見
倣
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ

"職
業
義
務
"
と
は
見
倣
さ
れ
て
い
ぬ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
フ

二
九



三
〇

ラ

ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
中
に
は

"職
業
義
務
〃
と
か
"
職
業
労
働

へ
の
献
身
"
と
い
っ
た
類
い
の
記
述
は

一
切
見
当
た
ら
ぬ
以

上
、
こ
の
段
階
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。　

"職
業
義
務
観
念
"

が

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
内
に
挿
入
さ
れ
る
の
は
、
も

っ
と
後

の
段
階
で
で
あ
る
。

　
さ

て
、
宗
教
性
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
容
易
に
予
測
が

つ
く
こ
と
は
、
「資
本
主
義

の
精
神
」
を
非
宗
教
性
と

い
う

点
に
関
し

て
純

化
す

れ
ば
す
る
程
、
今
度
は
そ
れ
を
足
場
と
し
て
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
へ
と
遡
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
至
難

の
こ
と
と
な

っ
て

く

る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
く
宗
教
性
を
欠

い
た
も
の
か
ら
宗
教
的
な
も
の

へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
即
ち
、
「資

本
主
義
の
精
神
」
を
非
宗
教
的
な
も
の
へ
と

い
よ
い
よ
純
化
さ
せ
、
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
宗
教
的
信
仰
と
そ
れ
と
の
パ
ラ

ド

ッ
ク
ス
を
こ
と
さ
ら
に
際
立
た
せ
よ
う
と

い
う
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
こ
こ
で
の
行
為
は
、
「資
本
主
義
の
精
神
」
を

足
掛
か
り
と
し

て

古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
へ
と
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
彼
の

「倫
理
」
論
文
に
お
け
る
課
題
と
は
全
く
相

反
す
る
こ
と
な
の

で
あ
り
、
彼
は
実
は
こ
こ
で
自
分
で
自
分

の
首
を
絞
め
て
い
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
で
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
ど
う

や
っ
て
古
プ

ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
へ
の
移
行
を
試
み
る
の
か
?

Ⅲ
　

ル
タ
ー

へ
の
遡
行

　
先
ず
橋
を
対
岸

(古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
)
に
渡
す
直
前
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
文
章
を
見
て
し
ま
お
う
。
第

二
節
末
尾
に
お

い

て
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

「
…
我
々
が
正
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
あ
の

『天
職
』
-思
想
"
B
e
r
u
f
"
-
G
e
d
a
n
k
e

が
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
、
ま
た
、

過
去
及
び
現
在
に
お
け
る
我
々
の
資
本
主
義
的
文
化
の
最
も
特
徴
的
な
構
成
要
素

の

一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ

の
―
―
既
に
見
た
よ

う

に
、
純
粋
に
幸
福
主
義
的
な
自
己
利
益
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
は
な
は
だ
非
合
理
的
な
〈
A
r
c
h
i
v
:

非
合
理
的
な

〉
―
―

職
業
労

働

へ
の
献
身
S
i
c
h
h
i
n
g
e
b
e
n
 
a
n
 
d
i
e
 
b
e
r
u
f
s
a
r
b
e
i
t

が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
の

『合
理
的
』
思
考
と
生
活

の
具
体
的
形
態

は
、

い
か
な
る
精
神
の
子

で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
我
々
の
関
心
は
正
に
、
全
て
の

『天
職
』
-概
念

"
B
e
r
u
f
s
"
-
B
e
g
r
i
f
f

の
内
に
あ
る
と
同
様
、
こ
の
内
に
も
存
在
す
る
非
合
理
的
要
素
が
ど
こ
か
ら
由
来
し
た
の
か

、
と

い
う

こ
と

へ
と
向

か
う
。」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
3
5
;
 
R
S
:
 
6
2
;

大
塚
訳
九
四
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
一
三

二
-
一
三
三

頁
)

　

『天
職
』
-
思
想
と
非
合
理
的
な
職
業
労
働

へ
の
献
身
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
の

『合
理
的
』
思
考
と
生
活

の
具
体
的
形
態

は
、
い
か
な
る
精
神

の
子
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
"
B
e
r
u
f
"
-

概

念
の
内
に
存
在
す
る
非
合
理
的
要
素
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と

い
う

こ
の
問
い
に
対
し
て
す
ぐ
次
の
第
三
節
冒
頭
に
お
い
て
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
ル
タ
ー
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

(9
)

　

「
さ
て
紛
れ
も
な
く
明
白
な
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語
の
"
B
e
r
u
f
"

と

い
う
語
の
内
に
既
に
、
ま
た
英
語
の
も
"
c
a
l
l
i
n
g
"

の
場

合
に
は
恐

ら
く

一
層
明
瞭
に
―
―

神
か
ら
〈
A
r
c
h
i
v
:
神
か
ら
〉
与
え
ら
れ
た
使
命
と
い
う
―
―
或
る
宗

教
的
観
念

が
少
な
く
と
も
共
に
響

い

て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
…

〔ま
た
〕
更
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
…
今
日
の
意
味
で
の
こ
の
語
は
、
聖
書
の
翻
訳
に
、
そ
れ
も

原
典

の
精
神
に
で
は
な
く
、
翻
訳
者
達
の
精
神
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
3
5
f
f
;
 
R
S
:
 
6
3
f
f
.
;

大
塚

訳
九

五
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
一
三
三

-

一
三
四
頁
)

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(1０
)

　
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
こ
こ
で
は

「翻
訳
者
達
の
精
神
」
(傍
点
引
用
者
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
す
ぐ
次

に
続
く
部
分

で

の
彼

の
叙
述
、
及
び
そ
の
部
分
に
付
さ
れ
た
注

(
こ
れ
が
B
e
r
u
fに
関
す
る
例
の
長
大
な
注
で
あ
る
)
か
ら
直
ち
に
分
か
る
よ
う
に
、

彼
が
こ
こ
で
重
視
し
て
い
る
の
は
実
は

マ
ル
テ
ィ
ン

・
ル
タ
ー
た
だ
一
人
で
あ
る
。

　

さ

て
、
こ
れ
が
架
橋
の
瞬
間
で
あ
る
。
"
B
e
r
u
f
"

と

い
う
こ
の
語
の
語
源
を
尋
ね
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ヴ

ェ
ー
バ

ー
は
や
す

や
す

と
宗
教
改
革

の
父
ル
タ
ー
へ
と
到
達
し
得
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
ル
タ
ー
に
辿
り
着
い
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
か
ら
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ズ

ム
や
他

の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
へ
と
叙
述
を
横
滑
り
さ
せ
る
こ
と
は
も
は
や
た
や
す

い
。
で
は
"
B
e
r
u
f
"

と

い
う
こ
の
語
を
ヴ
ェ
ー

バ
ー
は

一
体
ど

こ
か
ら
引
き
出
し
た
の
か
?

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
か
ら
で
あ
る
。　
"
『天
職
』
-思
想
"
と
か
"
資
本
主
義
的
文
化

の
最
も

三
一



三
二

特
徴
的
な
構
成
要
素

の

一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
非
合
理
的
な
職
業
労
働

へ
の
献
身
"
等
と

い
っ
た
先
程
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
述
べ
て
い
た

も

の
、
即
ち
、

一
番
最
初
に
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
か
ら

「資
本
主
義
の
精
神
」
を
構
成
し
た
際
に
は
そ

こ
に
は
含
ま
れ

て

い
な
か

っ
た
筈

の
も
の
、
こ
れ
ら
も
や
は
り

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
「倫
理
」
論
文
に
お

い
て
"
B
E
R
U
F
"

と

い

う
語
が
初
出
す
る
の
は
以
下
の
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

「
し
か
し
ま
た
同
時
に
そ
れ

〔
＝資
本
主
義
の
ラ
イ
ト

・
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
意
味
な
倒
錯
〕
は

、

一
定

の
宗
教
的

〈
A
r
c
h
i
v
：
宗
教
的
〉
観
念
に
密
接

に
関
連
し
た

一
連
の
感
情
を
含
ん
で
い
る
。
と

い
う

の
は
、
何
故

『人
か
ら
金
を
作
ら
』
ね
ば

な
ら
な

い
の
か
、
と
人
か
ら
も
し
も
問
わ
れ
る
な
ら
ば
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン

・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
、
彼
自
身
は
ど
の
教
派
に
も
属
さ
な
い

理
神
論
者

で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
言
う
に
は
、
厳
格
な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ

っ
た
彼

の
父
が
彼
の
少
年
時
代
に
繰
り

返
し
教
え
込
ん
だ
と

い
う
聖
書
の
句
を
引

い
て
、
自
伝

の
中
で
次

の
よ
う

に
答
え
る
の
で
あ
る
。
「
汝
、
そ

の
業
に
i
n
 
s
e
i
n
e
m

B
e
r
u
f

巧
み
な
る
人
を
見
る
か
、
か
か
る
人
は
王
の
前
に
立
た
ん
。
』
(
A
r
c
h
i
v
:
1
7
；
R
S
:
 
3
6
;

大
塚
訳
四
八
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤

編

九
五
頁
)

　

何
故
人
か
ら
金
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
な
ぜ
人
は
絶
え
ず
金
儲
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
と
も
し
も
問
わ
れ
る
な
ら

ば
、
即
ち
、
近
代
資
本
主
義
に
特
有
の
こ
の
非
合
理
的

"倒
錯
"
の
根
拠
を
問
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
厳
格
な

カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ

っ
た
彼
の
父
か
ら
自
分
が
少
年
時
代
を
通
じ
て
繰
り
返
し
教
え
込
ま
れ
た
聖
書
の
句
を
も

っ
て
答
え
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
"
B
e
r
u
f
"

と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と

い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
け
て
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
更
に
次

の
よ
う
に
言
う
。
「貨
幣
の
獲
得
は
…
職
業
B
e
r
u
u
f

に
お
け
る
有
能
さ
の
成
果
で
あ
り
表
れ
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
有
能
さ
が
…

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
道
徳
の
実
際
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
り
」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
1
7
 
R
S
:
 
3
6
;
 

大
塚
訳
四
八
頁
；
梶
山
訳

・

安
藤
編
九
五
頁
)
、
そ
し
て

「己
の

『職
業
的
』
活
動

の
内
容
」
に
対
し
て
、
た
と
え
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も
の

で
あ
れ
、
各

人
は

そ
れ
に
対
し
て
義
務
を
感
ず
る
べ
き
な
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
う
し
た

「職
業
義
務

の
思
想
」
こ

そ
が

『資
本
主
義
文
化
の

「
社
会

倫

理
』

に
と

っ
て
特
徴
的
な
も

の
な
の
で
あ
り
、
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
或
る
意
味
で
は
そ
れ
に
と

っ
て
構
成
的
な
意
味
を
持

っ
て
い

る

の
で
あ
る
」
(
A
r
c
h
i
v
:
 
1
7
;
 
R
S
:
 
3
6
;

大
塚
訳
五
〇
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
九
七
頁
)
と
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
行

っ
て
い
る
操
作
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

『自
伝

』

の

一
節

の
"
B
e
-

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(11
)

r
u
f
"

と

い
う
言
葉
に
目
を
付
け
、
"
B
e
r
u
f
"

に
お
け
る
有
能
さ
こ
そ
が
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
道
徳
の
真
髄
な

の
で
あ

る
と
断
じ
、
そ
し

て
己
の
職
業
に
対
し
て
の
こ
う
し
た
義
務
観
念
こ
そ
が
資
本
主
義
文
化

の

「社
会
倫
理
」
に
と

っ
て
特
徴
的
な
も

の
、
否
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
構
成
的
な
意
味
を
す
ら
持

つ
も

の
な
の
で
あ
る
と
述
べ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
は
こ
の
部
分
で

「資
本
王
義
の
精
神
」

の
内
に

「職
業
義
務

の
思
想
」
を
そ
の
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
、
即
ち
、
「過
去
及
び
現
在
に
お
け
る
我

々

の
資
本
主
義

的
文

化

の
最
も
特
徴
的
な
構
成
要
素
の

一
つ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も

の
と
し
て
含
み
込
ま
せ
る
こ
と
に
見
事
成
功
し
た

の
で
あ
る
。
以
後

彼
は
、
直
接
に

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
起
源
を
求
め
ず
と
も
、
「職
業
義
務
の
思
想
」
の
起
源
を
求
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
「資
本

主

義
の
精
神
」
の
由
来
を
間
接

に
尋
ね
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
が
先
程
の
二
節
末
尾
に
お
け
る
B
e
r
u
f
-

概
念

の
由
来

を
尋
ね
る
文
章

へ
と
繋
が
る
。
即
ち
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、

一
方
で
は

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
か
ら

「
資
本
主
義

の
精
神
」

の

理
念
型
を
形
造
り
、
他
方
で
は
彼
の

『自
伝
』

の

一
節
か
ら
"
B
e
r
u
f
"

と
い
う
語
を
引
き
出
し
、
同
時
に
そ
の

一
節
を
巧
み
に
用

い

て

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
内
に

「職
業
義
務
の
思
想
」
を
そ
の
不
可
欠

の
構
成
要
素
と
し
て
含
み
込
ま
せ
る
こ
と
で
、
今
や

「
資

本

主
義
の
精
神
」
で
は
な
く

「職
業
義
務
の
思
想
」
の
起
源
を
こ
の
"
B
e
r
u
f
"

と
い
う
語
の
語
源
を
辿
る
こ
と
だ

け
で
求
め
得
た

の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
"
B
e
r
u
f
"

と
い
う
言
葉
を
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ

・
ボ
ー
ド
と
し
て

一
足
飛
び
に
古
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム

へ

と

跳
躍
し
得
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
先
に
引
用
し
た
"
B
e
r
u
f
"

と

い
う
語
を
含
む

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

『自
伝
』

か
ら
の
引
用
部
分

こ
そ
が
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
架
橋
作
業
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヴ

ェ
ー
バ
ー

の
ア
ポ
リ
ア
も
ま
た

こ

の

『自
伝
』
か
ち
の
引
用
部
分
に
存
す
る
。
我
々
は
漸
く
こ
こ
で
我
々
の
本
題
に
到
達
し
た

の
で
あ
る
。

三
三



三
四

Ⅳ
ヴ

ェ
ー
バ

ー
の
ア
ポ
リ

ア

我

々
に
と

っ
て
の
本
題
に
入
る
前
に
、
明
敏
な
読
者
か
ら
或
い
は
次
の
よ
う
な
異
議
を
受
け
る
か
も
し
れ
な

い
。

　
　
　
　
ち
ょ

っ
と
待

っ
て
く
れ
。
君
の
説
明
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
少
し
お
か
し
く
な
い
か
?
君
は
先
程
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン

ク
リ

ン
の
二
つ
の
文
章
か
ら

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
を
構
成
す
る
に
当
た

っ
て
、
そ
れ
ら
の
文
章
が

「宗
教
的
な
も
の

へ

の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失

っ
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
け
神
経
質
に
確
認
し

て

お
き

な
が
ら
、
今
に
な

っ
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

『自
伝
』
を
繙

い
て
聖
書

の
引
用
句
を
見

つ
け
出
し
、
そ
れ
に
乗

っ
か

っ
て
ル
タ
ー

へ
と
遡
る
と

い
う
の
は
い
さ
さ
か
虫
が
良
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
?
聖
書
か
ら
の
引
用
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
も
の

へ
の
直
接
的
な
言
及
と
見
做
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
、
『自
伝
』

に
お
け
る
聖
書
か
ら

の
引
用
句

に
触

れ
る
に
当

た

っ
て

「し
か
し
ま
た
同
時
に
そ
れ
は
、

一
定
の
宗
教
的

〈
A
r
c
h
i
v
:

宗
教
的
〉

観
念
に
密
接
に
関
連
し
た

一
連

の
感
情
を
含

ん

で
い
る
」
と
言
わ
ざ
る
得
ぬ
羽
目
に
陥

っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
宗
教
的
感
情
を

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
内
に
今

に
な

っ
て
発
見
し
た
と

い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
お
か
し
な
話
で
あ
る
。
実
際
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は

『自
伝
』

の
こ
の
部
分
を
前
も

っ
て
読

ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
、
「資
本
主
義
の
精
神
」

の
理
念
型
構
成
の
素
材
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
選
ん
だ

の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て

『自

伝
』
の
こ
の
部
分
を
頭
に
入
れ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
は
手
元
に
隠
し
て
知
ら
ぬ
振
り
を
し
て
お
き
、
読
者

に
は
宗
教
的
言
及

を

一
切
含
ん
で
い
ぬ
最
初
の
二
つ
の
文
章
の
み
を
見
せ
な
が
ら
、　

"非
宗
教
的
な
も
の
"
と
し
て

「資
本
主
義

の
精
神
」

の
理
念
型

を

一
旦
構
成
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
但
し
勿
論
彼
は
、
後
で

『自
伝
』

に
ま
で
資
料

の
範
囲
を
広
げ
た
時
点
で
こ

の
聖
書

の
句
を

引

っ
ぱ

っ
て
き

て
、
そ
れ
を
踏
み
台
に
ル
タ
ー

へ
と
遡
る
こ
と
は
先
刻
承
知
の
上
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
結
局

は
ヴ

ェ
ー
バ
ー

は
、
前
も

っ
て

『自
伝
』

の
こ
の
部
分
を
読
ん
で
い
て
、
ル
タ
ー
に
遡
る
の
に
好
都
合
だ
と
思

っ
た
か
ら
こ
そ

、
「
資
本
主
義

の
精

神

」
の
理
念
型
構
成
の
素
材
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
言
う
よ
う
に

「厳
格

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(12
)

な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ

っ
た
父
親
」
か
ら
聖
書
の
句
を
叩
き
込
ま
れ
て
育

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
息
子
が
唱
え
た

「吝
嗇

の

哲

学
」
(
A
r
c
h
i
v
:
1
4
；
R
S
:
3
3
；

大
塚
訳
四
三
頁
；
梶
山
訳

・
安
藤
編
九

一
頁
)
の
内
に

「
一
定
の
宗
教
的
観

念
に
密
接

に
関
連

し
た

一
連
の
感
情
」
が
見
出
さ
れ
る
の
も

こ
れ
ま
た
当
た
り
前
の
話
で
あ

っ
て
、
だ
と
す

る
な
ら
ば

「倫
理
」

論
文
と

い
う

の
は

「
厳
格
な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
」
の
息
子
か
ら
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ

ム
へ
と
遡
る
だ
け
の
た
わ
い
も
な
い
お
話
と
い
う

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

お
う
。
し
か
も

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
内
に
、
そ
の
そ
も
そ
も

の
最
初
か
ら
宗
教
性

の
残
滓
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
、
理
念
型

構
成

の
最
初
の
段
階
か
ら
踏
ま
え
て
お
く
な
ら
ま
だ
し
も
、
今

の
段
階
に
な

っ
て
事
新
し
く
発
見
し
た
か
の
よ
う

に
言

い
出
す
の
も

お

か
し
な
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
持
ち
出
し
て
い
る
議
論
は
、.非
宗
教
的
資
料
か
ら
構
成
し
た
筈

の

「資
本
主
義

の
精

神
」
で
は
あ

っ
た
の
だ
が
、
中
を
割

っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
非
合
理
的
信
念
の
核
心
部
分
に
は
宗
教
的
感
情
、
そ
れ
も

"厳
格
な
"

カ

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
由
来
す
る

一
連
の
宗
教
的
感
情
が
隠
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
、
で
は
そ
の
由
来
を
尋
ね
て
み
よ
う
、
と
の
構
図

の

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
当
初

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
を
構
成
す
る
に
当
た

っ
て
、
『自

伝
』

に
は
故
意
に

手

を
触
れ
ず
に
、
宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接
的
言
及
を
欠
く
二
つ
の
文
章
の
み
に
素
材
を
絞
り

、
宗
教
性
を
欠

い
た
も

の
と
し

て

「資
本
主
義
の
精
神
」

の
理
念
型
を
と
に
か
く

一
旦
形
造

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
こ
そ
成
り
立

つ
話
で
あ

っ
て
、
実
際
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー

は

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
内
に

「
一
定
の
宗
教
的
観
念
に
密
接
に
関
連
し
た
一
連
の
感
情
」
が
、
即
ち
宗
教
的
感
情
が
隠
れ
て
い

た
こ
と
を
最
初
か
ら
知

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の

「資
本
主
義

の
精
神
」
と
は
、
「
資
本
主

義

の
精
神
」
と

い

う
概
念
の
把
握
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
証
明
し
よ
う
と
す
る
も

の
、
即
ち
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
宗
教
感
情
を
含
ん
だ

職
業
倫
理
が
必
然

的
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
類

い
の
概
念
な
の
で
あ

っ
て
、
宗
教
性
と

い
う
点
に
関
し
て

「不
当
前
提
」
な

の
で
あ

る
。
或

い
は
君
は

更

に
次

の
よ
う
に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
こ
と
を
弁
護
し
よ
う
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
理
念
型
を
構
成
す
る
に
当
た

っ
て
、
限
定
さ
れ
た

資
料
の
み
を
素
材
と
し
、
他
の
資
料
に
は
敢
え
て
手
を
触
れ
ず
に
、
そ
れ
だ
け

一
面
的
に
鋭
く
理
念
型
を

一
先
ず
構
成
し
て
し
ま
う

三
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
三
六

と

い
う
こ
と
は
理
念
型
構
成

の
手
続
き
と
し
て
は
許
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
。
要
は
そ
の
後
、
資
料

の
範

囲
を
拡
大
し
て
ゆ

く
段
階
で
、
ひ
と
た
び
形
造

っ
た
理
念
型
と

「事
実
」
と
が
ど
の
点
で
合
致
し
、
ど
の
点
で
合
致
せ
ぬ
か
を
検
証

す
る
こ
と
に
よ

っ

て
結
果
と
し
て
現
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
良

い
の
で
あ
る
。
理
念
型
は
決
し
て
実
体
化
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
現
実
を
測
る
た
め
の
物
差
し
と
し
て
役
立
て
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
事
実
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

「功
利
的
傾
向
」

に
関
し
て
は
そ
う
し
た
検
証
を
行

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
君
の
弁
護

に
対
し
て
は
君
の
弁
護
自
体
を
用
い
て

次

の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
な
る
ほ
ど
君
の
言
う
通
り
、
限
ら
れ
た
資
料

の
み
に
基
づ

い
て
理
念
型
を
そ
れ
だ
け

一

面
的
に
鋭
く

一
先
ず
構
成
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
操
作
自
体
は
、
理
念
型
構
成

の
手
続
き
と
し
て
は
確
か
に
許

さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
、
も
し
も
理
念
型
を
実
体
化
す
る
こ
と
な
く
飽
く
ま
で
も
現
実
を
測
定
す
る
た
め
の
物
差
し
と
し
て
、

つ
ま
り

「
個
々
の
場
合
に
現
実
が
こ
の
理
念
像
に
ど
の
程
度
近
く
ど
の
程
度
遠

い
か
を
確
定
す
る
」
(
W
L
:
1
9
1
)
た
め

の
道
具
と

し

て
飽
く
ま
で
用

い
た

い
と
言
う

の
で
あ
れ
ば
、
人
は
少
な
く
と
も
そ
の
理
念
型
を
構
成
す
る
際
に
留
意
し
た
特
定

の
観
点
に
関
し

て
、
即
ち

、
今
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
場
合
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「資
本
主
義

の
精
神

」

の
理
念
型
を
構

成
す
る
際
に
留
意
し
た
倫
理
性
と
非
宗
教
性
と
い
う
こ
の
少
な
く
と
も

二
つ
の
観
点

に
関
し
て
は
、

一
旦
構
成
し
た
そ
の
理
念
型
が

そ
れ
ら
の
観
点
に
関
し
て
妥
当
な
も

の
で
あ
る
か
否
か
を
、
資
料

の
範
囲
を
拡
げ
て
ゆ
く
そ
の
都
度
チ

ェ
ッ
ク
し

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
君
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

「功
利
的
傾
向
」
に
関
し
て
―
―
確
か
に
こ
れ
は
倫
理
性

と
い
う
観
点
か
ら

見

て
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
な
も
の
で
あ
り
、
検
討
せ
ざ
る
得
ぬ
も

の
で
あ
る
―
―

そ
う
し
た
チ

ェ
ッ
ク
を
行

っ
て
い
る
、
と
述

べ
た
が
、

実

際
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

「功
利
的
傾
向
」
を
結
論
的
に
は
単
に
否
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

「事
実
」

の
方
を
重

視
し
必
要
と
あ
ら
ば

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
の
方
を
修
正
し
よ
う
な
ど
と

い
う
気
構
え
は
そ
こ
に
は
残
念
な
が
ら
見
当
た

ら

ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

「功
利
的
傾
向
」
を
否
認
し
よ
う
と
焦
る
余
り
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

『自
伝
』

に
お
け
る

「啓
示
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R
e
v
e
l
a
t
i
o
n
」

と

い
う
語
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
読
み
誤
る
と
い
う
錯
誤
ま
で
も
彼
は
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
強
引
さ
は
非

宗

教
性
に
関
し
て
も
見
ら

れ
る
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は

『自
伝
』
で
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
身
に
よ
る
聖
書

へ
の
言
及
を
発
見
し
た
時
点
で
、

自
ら
が
構
成
し
た
理
念
型
と

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
宗
教
性

に
関
す
る

『事
実
」
と
が
相
応
し
な
か

っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
認
め
る
べ
き
で

あ

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
時

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
"
非
宗
教
性
"
と

い
う
点
に
関
し
て
十
分
に
"
資
本
主
義

の
精
神
的
"

で
は

な
か

っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
筈
な
の
で
あ
る
。
方
法
論
で
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
言

い
回
し
を
借
用
す
る
な
ら
ば
、
も
し
も

「資
本
主

義

の
精
神
」
と

い
う
理
念
型
が

「正
し
く
」
構
成
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も

『自
伝
』
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
叙
述
の
経
過
が
理

念
型
に
お
け
る
そ
れ
と
合
致
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ

っ
て
正
に

"非
宗
教
性
"
と

い
う
或
る
特
定
の
関
係
に
お

い
て
フ

ラ
ン
ク
リ
ン
は
厳
密

に
は

"資
本
主
義
の
精
神
的
"
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
舐
明
が
な
さ
れ
た
筈
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

場
合

「資
本
主
義
の
精
神
」
と
い
う
理
念
型
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
お
け
る

"資
本
主
義
の
精
神
的
"

で
は
な
い
部
分
を
そ
の
特
性

と
歴
史
的
意
義
に
お
い
て
把
握
し
得
る
途

へ
と
導

い
て
く
れ
る
筈
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ

の
時

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
理

念
型
は
、
自
ら
の
非
現
実
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
己
の
論
理
的
目
的
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は

"非
宗
教
性
"
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
ま
だ
十
分
に
は

"資
本
主
義
の
精
神

的
"
で
は
な
か
っ
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た
、
と

い
う
結
論
を
下
す
べ
き
だ

っ
た
の
で
あ
る
―
―
―
―

と
。

　

右
の
よ
う
に
も
し
も
読
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
ど
う
対
処
す
べ
き
な
の
か
、
実
を
言
う
と
我
々
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
我
々

の
側
で
今
の
と

こ
ろ
思

い
付
き
得
る
の
は
、
「
一
定
の
宗
教
的
観
念
に
密
接
に
関
連
し
た
一
連
の
感
情
」
と

い
う

こ
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー

に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
た
、
や
や
持

っ
て
回

っ
た

"難
解
"

な
表
現
に
着
目
し
、
こ
れ
を
用

い
て
弁
護
を
組
み
立
て
る
と

い
う
こ
と

の

み

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
表
現
が
こ
う
し
た
批
判
を
予
想
し
て
の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
自
身

に
よ
る
故
意

の

"難
解
"
な
表
現

で
あ

っ
た
か
否
か
と

い
う
こ
と
は
我
々
に
は
分
か
ら
な
い
。
我
々
が
言

い
得
る
の
は
た
だ
、
我

々
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
表
現
は
こ

う
し
た
批
判
に
対
し
て
言

い
逃
れ
を
し
や
す
い
格
好
の
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
、
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
我

々
は
と
に
か

く

そ
れ
を
有
効
に
用

い
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七



J¥ 

我
々
の
反
論
は
従
っ
て
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
「
一
定
の
宗
教
的
観
念
に
密
接
に
関
連
し
た
一
連
の
感
情
」
は
、
「
一
定
の
宗

教
的
観
念
に
密
接
に
関
連
し
た
一
連
の
宗
教
的
感
情
」
で
は
な
い
、
と
。
こ
の
こ
と
を
見
落
と
す
と
、
こ
こ
で
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
苦

心
の
表
現
の
意
味
が
判
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
、
と
。
即
ち
、
こ
こ
で
ヴ
ェ

l
バ
ー
は
こ
の
「
一
連
の
感
情
」
自
体
が
宗
教
的
な
も
の
で

あ
る
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
ぬ
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
「
一
連
の
感
情
」
は
「
一
定
の
宗
教
的
観
念
に
密
接
に
関
連
し
た
」
も
の

で
は
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
「
一
連
の
感
情
」
自
体
も
ま
た
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
換

言
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
も
の
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
関
連
し
て
い
る
当
の
も
の
も
宗
教
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
連
の
感
情
」
自
体
は
非
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
ヴ
ェ

l
バ
l
の

意
図
を
汲
ん
で
よ
り
正
確
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
宗
教
的
で
は
全
く
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
自
伝
』
の
内
に
見
出
さ
れ

た
も
の
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
以
上
、
「
資
本
主
義
の
精
神
」
の
内
に
こ
の
段
階
で
宗
教
的
な
も
の

を
含
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
よ
っ
て
批
判
は
当
た
ら
ぬ
、
と
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
反
論
が
い
さ
さ
か
競
弁
じ
み
て
響
く
こ
と
は
我
々
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関

し
て
は
ブ
イ
ツ
シ
ャ
l
(
F
i
s
c
h
e
r
)
や
ラ
ッ
ハ
フ
ァ
ー
ル
(
R
a
c
h
f
a
h
l
)
と
の
論
争
で
も
話
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ヴ
ェ

l
バ
ー

自
身
が
ど
う
答
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
も
我
々
に
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
確
た
る
答
を
最
終
的
に
は
見
出
し

得
な
い
こ
の
問
題
に
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
し
た
く
な
い
こ
と
を
、
ま
た
そ
の
必
要
も
余
り
認
め
ぬ
と
い
う
こ
と
を
正
直
に

告
白
し
よ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
宗
教
性
に
関
し
て
そ
れ
以
上
に
致
命
的
な
こ
と
を
ヴ
ェ

l
バ
l
は
既
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
触
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
"
B
e
r
u
f
"
に
関
す
る
注
を
片
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
伝
』

に
お
け
る
聖
書
か
ら
の
引
用
部
分
、
即
ち
、
「
箴
言
」
2
2
:
2
9
で
あ
る
。

さ
て
、
先
程
引
用
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
伝
』
か
ら
の
引
用
部
分
に
、
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
短
い
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

(

1

5

)

従
来
余
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

「
『
箴
言
』
2
2
:
2
9
。
ル
タ
ー
は
し
"
i
n 

s
e
i
n
e
m 

G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
訳
し
て
い
る
。
古
い
英
訳
聖
書
は
"
b
u
s
i
n
e
s
s
"
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
六
三
頁
・
注
1
を
参
照
せ
よ
。
〈
A
r
c
h
i
v
:
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
。
〉
」
（
A
r
c
h
i
v
: 

1
7
, 

A
n
m
.　

1
; 

R
S
: 

3
6
' 

A
n
m
.

1
;
大
塚
訳
五
O
頁
・
注
5
;
梶
山
訳
・
安
藤
編
九
七
頁
・
注
4
)

「
六
三
頁
・
注
1
」
と
い
う
の
が
あ
の
"
B
e
r
u
f
"
に
関
す
る
長
大
な
注
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
頁
を
繰
っ
て
み
る
と
分
か
る
。
従
っ

て
こ
の
短
い
注
は
、
あ
の
長
大
な
注
を
予
告
し
て
い
る
注
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
伝
』
か

ら
の
引
用
部
分
と
あ
の
"
B
e
r
u
f
"
に
関
す
る
注
と
は
こ
の
短
い
注
を
介
し
て
相
互
に
論
理
的
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
繋

が
っ
て
い
る
か
と
一
言
え
ば
、
あ
の
長
大
か
つ
"
難
解
"
な
注
を
ヴ
ェ
l
バ
ー
が
書
か
ざ
る
得
な
か
っ
た
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
態
が

こ
の
短
い
注
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
?
先
ず
、
「
ル
タ

l
は
"
i
n 

s
e
i
n
e
m

G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
訳
し
て
い
る
」
と
い
う
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
一
体
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
?
そ
れ
は
、
ヴ
ェ

l
バ
ー
が
そ
こ
か
ら
『
倫
理
』
論
文
に
と
っ
て
の
鍵
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
語
を
引
き
出
し

た
「
箴
言
」
2
2
:
2
9
を
、
肝
心
の
ル
タ
l
は
"
B
e
r
u
f
"
で
は
な
く
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
い
う
語
に
よ
っ
て
訳
し
て
い
た
、
"
B
e
r
u
f
"
と
い

う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
箴
言
」2
2
:
2
9
に
お
け
る
「
そ
の
業
に
お

い
て
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
語
に
よ
っ
て
訳
し
た
の
は
一
体
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
ヴ
ェ

l
バ
ー
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

バ
ー
自
身
が
、
ル
タ
ー
は
こ
の
部
分
を
"
B
e
r
u
f
"
と
は
訳
さ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
"
B
e
r
u
f
"と
訳
し
て
引
用
し
、

そ
し
て
然
る
後
に
ル
タ
ー
の
「
B
e
r
u
f
-
概
念
」
へ
と
遡
っ
た
の
で
あ
る
。
き
て
、
こ
こ
で
何
か
キ
ツ
ネ
に
化
か
さ
れ
た
よ
う
な
奇
妙

な
感
じ
を
抱
く
の
は
我
々
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
?
今
一
度
順
序
立
て
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
の
で
『
自
伝
』
は
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
身
は
こ
の
部
分
を

"
i
n 

h
i
s 

C
a
l
l
i
n
g
"
と
引
用
し
た
。
そ
れ
を
ヴ
ェ
ー
バ
l
は
、
"
i
n 

s
e
i
n
e
m 

B
e
r
u
f
"
と
独
訳
し
て
引
用
し
た
。
英
語
の
"
c
a
l
l
i
n
g
"

は
独
語
の
"
B
e
r
u
f
"
に
相
当
す
る
語
で
あ
り
、
こ
の
翻
訳
自
体
は
適
訳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
ル
タ
ー
が
こ
の
部
分
を
"
B
e
-

九



四
O 

r
u
f
"
と
は
訳
さ
な
か
っ
た
。
ル
タ
l
聖
書
で
は
"
i
n 

s
e
i
n
e
m 

G
e
s
c
h
a
f
t
"
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
古
い
英
訳
聖
書
で
も
こ
の

部
分
は
"
c
a
l
l
i
n
g
"
に
よ
っ
て
で
は
な
く
"
b
u
s
i
n
e
s
s
"
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
い
る
。
結
局
こ
の
事
態
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
通
常
の

英
訳
聖
書
で
の
言
い
回
し
と
は
全
く
異
な
る
"
c
a
l
l
i
n
g
"
と
い
う
語
に
よ
っ
て
『
自
伝
』
に
お
け
る
聖
書
の
引
用
句
を
記
し
た
こ
と
、

そ
し
て
通
常
の
聖
書
の
表
現
か
ら
は
や
や
ず
れ
た
そ
の
語
を
足
掛
か
り
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
ル
タ
ー
へ
と
遡
ろ
う
と
し
た
こ
と
か

ら
生
じ
た
事
態
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
そ
し
て
更
に
こ
の
事
態
は
ヴ
ェ
l
バ
ー
を
し
て
次
の
よ
う
な
厄
介
な
状
況
へ
と
陥
ら
せ
る
こ

と
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
伝
』
の
一
節
か
ら
な
る
ほ
ど
独
語
"
B
e
r
u
f
"
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
そ
の
聖

書
か
ら
の
引
用
句
「
箴
言
」
2
2
：
2
9
を
ル
タ
l
は
"
B
e
r
u
f
"
と
は
訳
し
て
い
な
か
っ
た
以
上
、
そ
こ
か
ら
ル
タ
ー
の
B
e
r
u
f
-
概
念
へ

と
直
接
に
遡
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
"
B
e
r
u
f
"
に
関
す
る
注
の
内
で
ヴ
ェ
ー
バ
l
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
い

う
語
も
"
b
u
s
i
n
e
s
s
"
と
い
う
語
も
共
に
、
"
B
e
r
u
f
"
と
は
異
な
り
、
"
神
か
ら
の
召
命
と
し
て
の
職
業
"

と
い
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
的
な
宗
教
的
色
彩
を
一
切
含
ん
で
は
い
ぬ
言
葉
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
『
自
伝
』
で
引
用
し
た
「
箴
言
」
の
一
節
か

ら
、
ル
タ
ー
に
お
け
る
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
い
う
全
く
宗
教
性
を
帯
び
て
い
ぬ
、
た
だ
単
に
世
俗
的
職
業
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
言
葉

へ
と
遡
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
ル
タ
ー
の
聖
書
翻
訳
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
、
世
俗
的
職
業
を
指
す
と
共
に
"
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
"

と
い
う
宗
教
的
合
意
を
も
含
み
込
ん
だ
あ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
特
有
の
概
念
へ
と
遡
る
こ
と
は
、

従
っ
て
こ
の
ま
ま
で
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
こ
の
短
い
注
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
の
意
味
を
ヴ
ェ
l
バ
ー
は
『
倫
理
』
論
文
中
に

お
い
て
自
分
で
は
説
明
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
す
る
た
め
に
こ
そ
あ
の
長
大
な
注
は
書
か
れ
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

側
の
こ
う
し
た
事
情
が
飲
み
込
め
て
く
る
な
ら
ば
、
あ
の
注
の
持
っ
て
回
っ
た
"
難
解
"
な
論
理
構
造
を
捉
え
る
こ
と
も
も
は
や
さ

ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
「
箴
言
」
2
2
:
2
9
を
ル
タ
ー
が
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
訳
し
て
い
た
と
い
う
事
態
を
如
何
に
し

て
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
切
り
下
げ
て
し
ま
う
か
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
あ
の
長
大
な
注
の
狙
い
は
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

に
着
目
し
て
ヴ
ェ
ー
バ

l
の
煩
雑
な
論
証
を
整
理
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
論
点
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
簡
単
な
構
造
を
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

「
箴
言
」
2
2
:
2
9
の
翻
訳
は
ル
タ
ー
の
信
仰
が
ま
だ
さ
ほ
ど
深
ま
っ
て
い
ぬ
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
訳
語
が
ま
だ
"
G
e
-

s
c
h
ä
f
t
"
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
信
仰
が
深
ま
っ
た
時
期
に
属
す
る
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
：
2
0
、
2
1
の
翻
訳
で

は
ル
タ
l
は
"
B
e
r
u
f
"
を
用
い
て
い
る
。
従
っ
て
前
者
を
重
く
見
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
更
に

次
の
よ
う
な
理
由
付
け
で
あ
る
。
も
し
も
「
箴
言
」
2
2
:
2
9
を
信
仰
の
深
ま
っ
た
時
期
の
ル
タ
ー
が
訳
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
き
っ

と
ル
タ
l
は
「
べ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
:
2
0
、
2
1
と
同
じ
く
そ
れ
を
も
"
B
e
r
u
f
"
と
訳
し
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
本
来
「
箴
言
」

=
回

0
2守
と
訳
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
部
分
が
軍
0
8岳
民
骨
量
と
訳
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
気
に
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
右
の
理
由
付
け
の
論
拠
と
し
て
更
に
ヴ
ェ

l
バ
ー
が
持
ち
出
す
の
が
「
コ
リ
ン
ト
I
」
7
:
2
0
と
「
べ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」

1
1
:
2
0
、
2
1
と
の
影
響
関
係
に
依
拠
し
た
、
言
わ
ば
何
故
ル
タ

l
が
"beruf"
と
い
う
語
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
か
と
い
う
縁
起
話

で
あ
る
。
こ
の
原
譚
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
。
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
語
は
元
来
は
「
神
に
よ
っ
て
永
遠
の
救
い
に
召
さ
れ

る
」
と
い
う
「
純
粋
に
宗
教
的
な
概
念
」
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
筈
の
訳
語
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は
そ
れ
を
純
粋
に
世
俗
的

な
「
職
業
」
の
意
味
を
し
か
持
っ
て
い
ぬ
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
:
2
0
、
2
1
の
ギ
リ
シ
ア
語
を
訳
す
際
に
も
用
い
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
世
俗
的
「
職
業
」
を
指
す
と
同
時
に
"
神
か
ら
の
召
命
"
と
い
う
宗
教
的
意
味
を
も
含
ん
だ
語
"
B
e
r
u
f
"
が
生
じ
た
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
元
来
は
片
方
の
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
語
を
別
の
意
味
の
語
の
訳
語
と
し
て
ル
タ
ー
が
被
せ
て
し
ま
っ
た
た

め
に
二
つ
の
意
味
を
合
わ
せ
持
つ
語
が
生
じ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
ル
タ
ー
は
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な

翻
訳
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
ヴ
ェ
l
バ
ー
は
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ル
タ
ー
は
「
コ
リ
ン
ト

I
」

7
：
2
0
の

「
各
々
は
自
分
が
召
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
召
さ
れ
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
い
な
さ
い
」
に
お
け
る
「
召
さ
れ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
ギ
リ四



四

シ
ア
語
"
χ
λ
η
σ
ι
ς
"
を
独
語
"
B
e
r
u
f
"
で
訳
し
た
。
こ
の
節
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
典
は
、
直
訳
す
る
な
ら
ば
「
各
々
は
(
彼
が
そ
れ

に
よ
っ
て
)
召
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
召
さ
れ
る
こ
と
に
、
そ
の
状
態
に
留
ま
れ
」
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
「
召
さ
れ
る
こ
と
」
は
構
文

上
"
状
態
"
・
"
身
分
"

の
意
味
を
含
ん
で
く
る
。
"
身
分
"

の
意
味
を
含
ん
で
お
り
、
従
っ
て
純
粋
に
宗
教
的
意
味
か
ら
は
既
に

微
妙
に
ず
れ
て
い
た
こ
の
"
χ
λ
η
σ
ι
ς
"
を
も
"
B
e
r
u
f
"
と
訳
し
た
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
、
ル
タ
l
は
「
べ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
：

2
0
、
2
1
を
訳
す
際
、
二
一
節
の
「
各
々
は
自
分
の
仕
事
に
留
ま
り
な
さ
い
」
と
い
う
言
い
回
し
が
「
コ
リ
ン
ト

I
」
7
：
2
0
の
そ
れ

と
似
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
一
節
の
本
来
は
単
に
「
労
苦
」
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
"
π
σ
ν
ο
ς
"
を
も
"
B
e
r
u
f
"
で
訳
し
て
し
ま
っ

た
。
(
但
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
二

O
節
"
ξ
ρ
γ
ο
ν
"
を
ル
タ
ー
が
な
ぜ
"
B
e
r
u
f
"
で
訳
し
て
し
ま
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
成

功
し
て
い
な
い
。
)
こ
う
し
て
世
俗
的
「
労
働
」
の
意
味
に
宗
教
的
合
意
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
特
殊
な
語
"
B
e
r
u
f
"
が
誕
生
し
た
。
以

上
が
"
B
e
r
u
f
"
を
巡
る
ヴ
ェ
ー
バ

l
の
議
論
の
大
筋
で
あ
る
。
で
は
検
証
に
入
ろ
う
。

V 

結

論

『
倫
理
』
論
文
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
既
に
百
年
近
い
歳
月
が
流
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
百
年
間
、
こ
の
"
B
e
r
u
f
"
を
巡
る
注
は
、
誰

か
ら
も
、
そ
し
て
一
度
た
り
と
も
、
厳
密
に
は
調
べ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
厳
密
に
調
べ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の

で
は
、
と
研
究
者
側
に
不
安
を
抱
か
せ
、
厄
介
だ
な
、
と
尻
込
み
さ
せ
、
そ
し
て
ま
さ
か
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
変
な
こ
と
は
し
て
い
ま
い
、

理
解
は
出
来
ぬ
も
の
の
信
じ
よ
う
、
「
問
題
は
な
く
は
な
さ
そ
う
だ
」
が
「
歴
史
の
大
筋
と
し
て
は
お
そ
ら
く
間
違
い
の
な
い
と
こ

ろ
で
し
ょ
う
」
(
「
訳
者
解
説
」
大
塚
訳
三
九
七
頁
)
と
読
み
手
を
自
信
聾
失
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
盲
信
さ
せ
る
、
そ
う
し
た
自

ら
を
守
る
た
め
に
は
極
め
て
効
果
的
な
"

難
解
き
"

で
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
右
の
大
塚
の
言
葉
が
示
す
独
特
の
曖
昧
さ
は
、

"
難
解
さ
"
と
い
う
も
の
が
研
究
者
側
に
ど
の
よ
う
な
心
理
的
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
を
よ
く
物
語
っ
て
く
れ
て
い
る
も
の

言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
"
B
e
r
u
f
"
を
巡
る
ヴ
ェ

l
バ
ー
の
主
張
は
全
く
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
実
は
簡
単
に

分
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

"
B
e
r
u
f
"
を
巡
る
注
の
内
に
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
記
載
が
一
箇
所
存
在
す
る
。
「
コ
リ
ン
ト

I
」
7
：
1
4
か
ら
2
4
ま
で
を
順
次
引

用
す
る
直
前
の
記
述
で
あ
る
。

「
ル
タ
l
訳
聖
書
(
現
代
の
普
通
の
版
に
お
け
る
〉
で
は
B
e
i 

L
u
t
h
e
r
(
i
n 

d
e
n 

ü
b
l
i
c
h
e
n 

m
o
d
e
r
n
e
n 

A
u
s
g
a
b
e
n
)
、
こ
の

箇
所
〔
=
「
コ
リ
ン
ト

I
」
7
:
2
0
の
こ
と
〕
が
位
置
し
て
い
る
全
連
関
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
コ
リ
ン
ト
7
:
1
7
…
」

(Atchiv: 

39; 

RS: 

67;　

大塚
訳　

一

O
四
頁
；
梶
山
訳
・
安
藤
編
一
四
一
頁
。
傍
点
及
び
イ
タ
リ
ッ
ク
は
引
用
者
。
〉

ヴ
ェ
ー
バ

l
自
身
に
よ
っ
て
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
我
々
が
傍
点
を
付
し
た
右
の
部
分
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
?
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ェ

l
バ
ー
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
ル
タ
l
聖
書
は
本
物
の
ル

タ
1
聖
書
で
は
な
い
、
と
。
或
い
は
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
ル
タ
l
自
身
に
よ
る
ル
タ
l
聖
書
で
は
な
く
、
ル
タ
l
の
死
後

度
重
な
る
改
訂
を
経
た
末
の
、
一
九

O
四
年
当
時
の
「
現
代
」
に
お
い
て
普
及
し
て
い
た
「
普
通
の
版
」
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
"
ル

タ
l
訳
"

聖
書
で
あ
る
、
と
。
綴
り
・
語
順
・
句
読
法
す
ら
も
現
代
化
さ
れ
た
そ
う
し
た
"
現
代
の
普
通
の
版
に
お
け
る
ル
タ
ー
訳

聖
書
'
を
典
拠
と
し
て
、
「
コ
リ
ン
ト
I
」
7
：
2
0
一
部
に
お
け
る
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
訳
語
を
ル
タ
l
の
も
の
と
し
て
ヴ
ェ

l
バ
l
は
引

い
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
興
味
を
抱
か
れ
る
読
者
が
お
ら
れ
た
ら
、
ヴ
ァ
イ
マ

l
ル
版
ル
タ
l
全
集
・
第
三
部
ド
イ
ツ
語
聖
書
・

第
七
巻
・
一

O
四
l
一
O
五
頁
を
開
け
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
左
頁
(
一

O
四
頁
)
に
は
ル
タ
l
の
最
初
の
新
約
聖
書
(
一
五

二
二
年
の
い
わ
ゆ
る
"
九
月
聖
書
"
)

が
、
右
頁
(
一

O
五
頁
)
に
は
ル
タ
ー
の
死
の
同
年
発
刊
さ
れ
ル
タ
l
自
身
の
手
に
よ
る
最
後

の
修
正
を
含
ん
だ
版
、
即
ち
、
ル
タ
l
自
身
に
よ
る
ル
タ
ー
聖
書
の
最
終
版
と
見
做
し
得
る
一
五
四
六
年
版
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し

て
左
頁
下
段
に
は
そ
の
間
に
異
同
が
あ
っ
た
か
否
か
を
示
す
脚
注
が
載
っ
て
い
る
。
異
同
は
な
い
。
読
者
は
ル
タ
ー
が
「
コ
リ
ン
ト

I
」
7
:
2
0
を
"
B
e
r
u
f
"
と
訳
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
そ
の
箇
所
は

四



四
四

"
r
u
f
f
"

で
あ
り
続
け
た
。
従
っ
て
、
訳
し
た
こ
と
も
な
い
「
コ
リ
ン
ト

I
」
7
：
2
0
の
"
B
e
r
u
f
"
と
い
う
訳
語
に
ル
タ
ー
自
身
が
影

響
さ
れ
て
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
：
2
0
、
2
1
を
も
"
B
e
r
u
f
"
と
訳
す
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
ど
う
逆
立
ち
し
て
も
有
り
得

ぬ
こ
と
と
な
る
。
も
し
も
そ
の
場
合
に
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
べ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
:
2
0
、
2
1

は
"
B
e
r
u
f
"
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。
よ
っ
て
ヴ
ェ
ー
バ

l
の
主
張
は
成
り
立
た
ぬ
。

更
に
、
「
葴
言
」
と
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
時
期
の
時
間
的
前
後
関
係
に
依
拠

し
た
ア
ポ
リ
ア
の
回
避
の
た
め
の
ヴ
ェ

l
バ
ー
の
立
論
、
こ
れ
も
残
念
な
が
ら
成
り
立
た
ぬ
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
が
主
張
し
た
時
間
的
前

後
関
係
が
成
立
す
る
の
は
、
我
々
が
初
版
年
代
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ル
タ
ー

が
絶
え
ず
己
の
訳
に
手
を
入
れ
続
け
て
い
た
こ
と
、
よ
り
適
切
な
訳
を
求
め
て
死
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
聖
書
を
改
訂
し
続
け
て
い
た

こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
余
り
に
も
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヴ
ェ

l
バ
ー
が
見
落
と
し
た
の
は
、
初
版
後
の
ル
タ
ー
自
身
に
よ

る
改
訂
作
業
で
あ
る
。
先
ず
「
箴
言
」
、
次
に
信
仰
が
深
ま
っ
て
か
ら
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
と
い
う
ヴ
ェ

l
バ
l
の
主
張
し
た

時
間
的
前
後
関
係
は
、
ル
タ
ー
自
身
に
よ
る
改
訂
作
業
を
も
視
野
に
収
め
る
な
ら
ば
こ
の
順
序
で
は
維
持
さ
れ
難
い
の
で
あ
る
。
ル

タ
l
に
と
っ
て
よ
り
大
切
で
あ
っ
た
の
は
旧
約
外
典
に
属
す
る
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
な
ど
で
は
な
く
、
旧
約
正
典
に
属
す
る

「
箴
言
」
の
方
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ル
タ
l
は
「
べ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
が
出
版
さ
れ
た
後
に
も
「
箴
言
」
を
改
訂
し
て
い
た
。
勿

論
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
の
方
も
改
訂
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
重
要
な
も
の
程
後
々
の
時
期
に
至
る
ま
で
改
訂
を
繰
り
返
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
に
よ
る
「
箴
言
」
の
最
終
改
訂
は
一
五
三
九
/
四
一
年
で
あ
り
、
他
方
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
の
最
終

改
訂
は
一
五
三
四
年
、
遅
く
見
積
も
っ
て
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
五
三
九
/
四
一
年
に
も
や
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ぬ
、
と
ま
で
し

か
下
ら
ぬ
。
即
ち
、
改
訂
作
業
を
も
視
野
に
収
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
「
箴
言
」
と
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
と
の
時
間
的
前
後
関

係
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
と
は
き
か
き
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
か
、
或
い
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
同
時
期
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
し
も
同
時
期
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ル
タ
ー
は
「
箴
言
」
2
2
：
2
9
は
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"

で
、
「
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵
」
1
1
：
2
0
、
2
1

は
"
B
e
r
u
f
"
で
そ
れ
ぞ
れ
訳
し
分
け
て
い
た
、
即
ち
、
「
箴
言
」
2
2
:
2
9
は
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
で
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、

ま
た
も
し
も
時
間
的
前
後
関
係
が
逆
と
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
尚
且
つ
そ
の
場
合
に
も
時
間
的
に
後
に
来
る
訳
語
を
こ
そ
よ

り
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
の
ヴ
ェ

l
バ
ー
の
主
張
を
そ
こ
に
適
用
す
る
と
言
う
な
ら
ば
、
我
々
は
"
G
e
s
c
h
ä
f
t
"
と
い
う
訳
語
を
こ

そ
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ア
ポ
リ
ア
の
回
避
の
た
め
の
ヴ
ェ

l
バ
l
の
立
論

(
時
}

は
崩
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』
に
よ
っ
て
学
問
に
対
す
る
態
度
を
教
え
ら
れ
、
ま
た
ヴ
ェ
ル
ト
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
の
主
張

に
よ
っ
て
事
実
へ
の
態
度
を
学
ん
で
き
た
我
々
と
し
て
は
、
今
ヴ
ェ

l
バ
l
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
問
い
掛
け
て
み
た
く
な
る
。

「
現
代
の
普
通
の
版
に
お
け
る
」
と
い
う
但
し
書
き
を
付
し
た
時
、
貴
方
は
そ
の
箇
所
を
ル
タ
l
が
"
B
e
r
u
f
"
と
は
訳
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
御
承
知
だ
っ
た
の
で
は
?
と
。
勿
論
答
え
は
返
っ
て
は
来
な
い
。
「
現
代
の
普
通
の
版
」
で
ル
タ
ー
の
訳
語
の
変
遷
を
辿

る
こ
と
は
、
与
謝
野
源
氏
や
谷
崎
諒
氏
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
紫
式
部
の
言
葉
遣
い
を
研
究
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
"
現
代
の

普
及
版
ル
タ
ー
聖
書
"

を
用
い
て
ル
タ
1
の
聖
書
翻
訳
に
お
け
る
訳
語
の
表
遷
を
論
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
、
あ
の
明
敏
な
ヴ
ェ
ー

バ
l
が
本
当
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
同
じ
"
B
e
r
u
f
"

に
関
す
る
注
の
内
で
ヴ
ェ

l
バ
1
は
、
自
分
は
ハ
イ
デ
ル
ペ
ル
ク
大

学
図
書
館
所
蔵
の
古
版
本
を
全
で
調
べ
た
、
と
述
べ
て
い
る
(
Archiv: 

38; 

RS: 

66;)大
塚
訳
一

O
ニ
頁
一
梶
山
訳
・
安
藤
編
一

O

二
頁
。
傍
点
引
用
者
)
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
古
版
本
を
全
て
調
べ
上
げ
る
こ
と
の
出
来
る
そ
の
同
じ
人
物
が
、
そ
の
一
方
で

ル
タ
l
自
身
に
よ
る
ル
タ
ー
聖
書
を
参
照
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
当
時
ル
タ
l
訳
聖
書
の
厳
密
な
校
訂
版
は

い
く
ら
も
出
て
い
た
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
…
。
問
い
質
し
た
い
疑
問
は
い
く
ら
も
湧
い
て
く
る
が
、
無
論
答
え

は
返
っ
て
は
来
な
い
。
そ
れ
ら
の
疑
問
を
確
か
め
る
す
べ
も
我
々
は
も
は
や
持
っ
て
は
い
な
い
。

我
々
は
確
実
な
答
え
を
得
ら
れ
る
部
分
の
み
に
問
い
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
二
つ
の
文
章
か
ら
「
資
本

主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
。
先
に
我
々
は
、
大
塚
久
雄
は
正
し
か
っ
た
、
と
述
べ
た
。
ヴ
ェ

l
パ
ー
が

四
五



四
六

「
宗
教
的
な
も

の
へ
の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失

っ
て
い
る
」
と
言
い
切

っ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
、
大
塚
は

「ま
だ
ま
だ
ピ

ュ

ウ
リ
タ

ニ
ズ
ム
な
い
し
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ

ム
の
思
想
的
残
存
物
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま

っ
て
い
ま
す
が
」
と
解
説
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る

が
、
で
は
な
ぜ
大
塚
は
正
し

い
の
か
?

そ
れ
は
大
塚
が

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
原
典
に
当
た

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
原
典
に
当
た

っ
た

大
塚
は
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
引
用
に
際
し
削
除
し
て
い
た

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
読
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
「
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

エ
ー

バ
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
の

『精
神
』

と
題
さ
れ
た
彼
の
論
文
の
中
に
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
言
う

「資
本
主
義
の
精
神
」
と

い
う

の

は

「何
よ
り
も
ま
ず
、
勝
れ
た
意
味
に
お
い
て

一
つ
の

『
エ
ー
ト
ス
』
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
、
ま
た

「
そ
れ
だ
け
に
止

ま
ら
ず
、
そ
の
う
ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が

『倫
理
』
と
よ
ん
で
も
何
ら
の
的
は
ず
れ
も
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う

な
諸
徳
性
も
ま
た
、

は

っ
き
り
と
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を
主
張
し
た
上

で
、
そ
う
し
た
こ
と
を

「
い
っ
そ
う
明
瞭
な
ら
し
め

る
た
め
」
の
恰
好

の
文
章
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
大
塚
自
身
が
紹
介
し
よ
う
と
す
る
部
分
が
あ
る
。
大
塚
久
雄

に
よ
る
紹
介
部
分
の
フ
ラ

ン
ク
リ

ン
の
文
章
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
判
る
よ
う

に
、
確
か
に
そ
れ
は
大
塚
久
雄
の
言
う
よ
う
に

「資
本
主
義

の
精
神
」
の
エ
ー
ト

ス

的
性
格
を
見
事
に
表
し
て
く
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
身

の
手
に
よ
る
文
章
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
折
角
の
恰
好

の

文
章
を
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
か
ら
の
引
用
部
分
で
引
用
し
な
か

っ
た
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
引
用
し
て
い
な

い
と

い
う
こ
と
、

そ
し
て
な
ぜ
よ
り
に
も
よ

っ
て
こ
ん
な
恰
好

の
文
章
を
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
引
用
し
な
か

っ
た
の
か
、
そ
の
奇
妙
さ
を
大
塚
久
雄
は
漠
然

と

で
あ
る
が
感
じ
て
い
た
。
但
し
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
な
ぜ
こ
の
部
分
を
引
用
す
る
わ
け
に
い
か
な
か

っ
た

の
か
、
な
ぜ
削
除
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
ま
で
は
彼
に
は
思

い
浮
か
ば
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
思
い
浮
か
ば
ぬ
ま
ま

に

「
ヴ

ェ
ー
バ
ー
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は
ど
う

い
う
わ
け
か
自
分

の
引
用
文
で
は
こ
の
部
分
だ
け
を
省
略

し
て
い
る
」
の
だ
が
、
と
い
う
彼
自
身

の
困
惑
を
微
か
に
示
す
但

し
書
き
を
付
し
な
が
ら
、
次

の
よ
う
に
引
用
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
よ

っ
て
省
略
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章

の
、
大
塚
自
身

の
訳
に
よ
る
引
用
で
あ
る
。

　

「要
す
る
に
、
富
裕
に
い
た
る
道
は
、
君
が
求
め
さ
え
す
れ
ば
、
市
場

へ
い
く
道
と
同
じ
く
ら
い
は

っ
き
り
し

て
い
る
。
そ
れ
は

主

と
し
て
、
勤
労
と
質
素
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
間
と
貨
幣
を
浪
費
せ
ず
に
、
二

つ
と
も
で
き
る
限

り
善
用
し
た
ま
え
。
勤
労
と
質
素
が
な
け
れ
ば
何
事
も
だ
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
総

て
が
う
ま
く

い
く
だ

ろ
う
。
正
直
に
し

て
得
ら
れ
る
も

の
は
残
ら
ず
手

に
い
れ
、
得
た
も
の
は
残
ら
ず
節
約
す
る

(必
要
な
支
出
は
別
と
し
て
)
人
は
、
必
ず
富
裕
と
な
る

だ

ろ
う
。
―
―「

世
界
を
統
べ
治
め
、
正
直
な
努
力
に
よ

っ
て
祝
福
を
求
め
る
者
の
願
い
を
聞
き
た
ま
う
神
が
、
ほ
む
べ
き
摂
理
の
う

ち
に
、
そ
れ
と
異
な
る
預
定
を
な
し
た
ま
わ
な
い
か
ぎ
り
は
。
」

　

ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
な
ぜ
こ
の
部
分
を
引
用
す
る
わ
け
に
い
か
な
か

っ
た
の
か
、
な
ぜ
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
そ

の

理
由
は
今
や
我

々
に
は
判
る
。
右
引
用
部
分
の
う
ち
、
我
々
が
傍
点
を
付
し
た
部
分
は
一
体
何
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う

か
?
も
し
世
界
を
統
べ
治
め
た
ま
う
神
が
そ
れ
と
異
な
る
予
定
を
な
し
た
ま
わ
な
い
か
ぎ
り
は
、
君
は
総
て
が
う

ま
く
い
き
、
必
ず

や
富
裕
と
な
る
だ

ろ
う
、
と

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
述
べ
る
。
で
は
、
も
し
も
神
が
そ
れ
と
異
な
る
予
定
を
な
し
た
ま
わ
れ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
時
君
は
ど
う
な
る
の
か
?
そ
の
時
君
は
た
と
え

い
く
ら
努
力
し
た
と
し
て
も
決
し
て
う
ま
く
ゆ
か
ぬ
で
あ

ろ
う
。
君
が

た
と
え
い
く
ら
勤
労
と
質
素
に
努
め
正
直
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、
も
し
も
世
界
を
統
べ
治
め
た
ま
う
神
が
そ
れ
と
異
な
る
予
定
を

な

し
た
ま
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
君
は
決
し
て
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
富
裕
に
も
な
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
君
は
永
遠

の
昔
か
ら

滅

び

へ
と
定
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
…
と

い
う
こ
の
無
慈
悲
で
恐
る
べ
き
神
と
は
一
体

い
か
な
る
神
な
の
か
?

こ
れ
こ
そ
予
定
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18
)

の
神

で
は
な
い
の
か
?
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
中
の
予
定
説
の
神

へ
の
言
及
部
分
を
読
者
に
は

隠

し
、
前
も

っ
て
削
除
し
た
上
で
、
「宗
教
的
な
も
の
へ
の
直
接
的
な
関
係
を
全
く
失

っ
て
お
り
、
そ
れ
故
…

『
無
前
提
的
』

で
あ

る
と

い
う
長
所
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
」
よ
う
な
恰
好
な
記
録
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
を
読
者
の
前

で
引
用
し
て
見
せ
、
そ

れ
を
基
に
し
て
宗
教
性
の
残
滓

を
も
は
や
全
く
欠
い
た
も
の
と
し
て
の

「資
本
主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
を
造
り
上
げ
て
い
た
の
で

あ

る
。

　

大
塚
久
雄
は
知

っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
中
に
、
そ
れ
も

「ど
う

い
う
わ
け
か
」
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
よ

っ
て
省
略
さ
れ
た

四
七



四
八

部

分
に

「ピ

ュ
ウ
リ
タ

ニ
ズ
ム
な
い
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
思
想
的
残
存
物
が

い
っ
ぱ

い
つ
ま

っ
て
」
い
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
が

ゆ
え
に
、
彼
は

「訳
者
解
説
」
に
そ
の
こ
と
を
書

い
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
塚
の

”誤
読
”
な
の
で
は
な
く
、
彼

の
功

績

な
の
で
あ
る
。
大
塚
久
雄
は
正
し
か

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
道
を
そ
れ
以
上
突
き
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
こ
ま

で
調
べ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
核
心
部
分
に
近
づ
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
"
ど
う

い
う
わ
け
で
"
ヴ

ェ
ー
バ
ー

が

そ
の
部
分
を
削
除
し
た
の
か
、
い
か
な
る
必
要
が
あ

っ
て
わ
ざ
わ
ざ
削
除
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
そ
れ
以
上
追
究
す
る
こ
と
は

彼

に
は
出
来
な
い
。
「ど
う

い
う
わ
け
か
…
」
と

一
瞬
微
か
に
困
惑
す
る
だ
け
で
、
や
が
て
そ
の
疑
問
は
大
塚

の
手
か
ら
滑
り
落
ち

て
し
ま
う
。
自
ら
の
素
朴
な
疑
問
を
飽
く
ま
で
も
握
り
締
め
、
逆
に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
方
を
こ
そ
疑

っ
て
み
る
と

い
う

こ
と
が
彼
に
は

思

い
浮
か
ば
な

い
。
自
ら
の
馬
鹿
げ
た
疑
問
を
捨
て
切
れ
ず
に
、
逆
に
愚
か
し
く
も
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
方
を
こ
そ
疑

っ
て
み
る
こ
と
、

こ

の
無
礼
さ
が
彼
に
は
欠
け
て
い
た
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
自
分
よ
り
も
偉
大
で
あ
り
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
や

っ
た
こ
と

に
間
違

い
が
あ
る

筈
は
な

い
…
。
こ
の
思

い
込
み
が
、
研
究
者
と
し
て
の
発
見
の
チ
ャ
ン
ス
を
大
塚
久
雄
か
ら
奪

っ
た
の
で
あ
る
。

　

今

一
度
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
に
戻

ろ
う
。
ヴ

ェ
ル
ト
フ
ラ
イ

ハ
イ
ト
と
は
己
に
と

っ
て
不
快
な
事
実
を
も
事
実
と
し
て
認
め
る
こ

と

、
た
だ
そ
の
こ
と
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
更
に
学
問
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
偉
人
が
主
張
し
た
こ
と
で
あ
れ
、
凡
庸

に
し
か
過
ぎ
ぬ
で
あ

ろ
う
こ
の
自
分
の
頭
で
今

一
度
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
、
党
派
に
群
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら

の
素
朴
な
疑
問
を

周
囲

へ
の
顧
慮

の
故

に
棄
て
る
こ
と
な
く
、
"
不
遜
"

で
あ
る
と
の
非
難
に
抗
し
つ
つ
、
と
に
か
く
今

一
度
自
分

の
目

で
事
実
を
確

か
め
て
み
る
こ
と
、
そ
れ
が
学
問
の
出
発
点
で
あ
る
筈
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
態
度
が
当
た
り
前

の
も
の
と
認

め
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
時
初
め
て
、
我
々
は
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
彼
が
残
し
て
く
れ
た
も
の
を
と
ら
わ
れ
ぬ
態
度

で
研
究
す
る
こ

と

が
出
来
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(19
）

　

な
ぜ
な
ら
そ
れ
を
我

々
は
他
な
ら
ぬ
ヴ

ェ
ー
バ
ー
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
。

(
1
)

(
2
)

　

注

と
は
言
う
も

の
の
、
筆
者
自
身

に
と

っ
て
は
各
領
域

の
専
門
家

の
方

々
の
御
助
力
な
し
に
は

「
倫
理
b
論
文

の
こ
の
部
分
を

解
読

す

る
こ
と

は

全
く

不
可
能

で
あ

っ
た
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
関
し

て
は
東
京
大
学
名
誉
教
授
斎
藤
光
氏
に
、
英
訳
聖
書

に
関
し

て
は
東
京
大

学
名

誉
教

授
寺

澤

芳
雄
氏

に
、
「
ベ

ン

・
シ
ラ

の
知
恵

」
に
関
し

て
は

一
橋
大
学
教
授
土
岐
健
治
氏

に
、

ル
タ
ー
に
関
し
て
は
東
京

大
学

助
教

授

(
当

時

)

松
浦

純
氏

に
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
関
し

て
は
東
京

大
学
助
教
授

(当
時

)
関
根
清

三
氏

に
、
ま
た
ギ
リ

シ
ア
語
に
関
し
て
は
友

人

の
東
京

理
科

大

学
講

師
(
当
時

)
高
橋
雅
人
氏

に
御
教
え

頂

い
た
。
但

し
本
稿

に
誤
り
が
あ

っ
た
場
合

の
責

は
全

て
筆
者

に
帰
す
る
。
ま

た
、
資
料

の
収

集

に
当

た

っ

て
は
東
京
大
学
文
学
部
図
書
室
矢
島
秀
夫
図
書
主
任

(当
時

)
、
司
書

の
梅
沢
耕
助
氏

、
浜

田
す

み
子
氏
に
多

大
な
御

尽

力
を

頂

い
た

。
尚

、

本
研
究

の
経
費

の

一
部
は
東
京

大
学
文
学
部

「
布
施

記
念
学
術
奨
励
費
」
及
び

「
財
団
法

人
　
松

下
国
際
財
団
」
よ
り

の
研
究

助
成

に

よ

っ
て

賄
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

以
下

で
は

「
倫
理
」
論
文
と
略
し
引
用
に
当

た

っ
て
は
頁
数

の
み
を
本
文
中
に
記

し
た
。
使
用
し
た

テ
キ

ス
ト
と

そ

の
略
号

は
次

の
通
り
。

》
唇
甑
く
一　

臣

o

筍

9
①
。。冨
暮
一。。
9

Φ

田

鑑
犀

雪

降

傷
霞

蓄
O
巴
。。
け
徽

畠
$

開
9
豆
寅
一尻
ヨ
仁
9

冥

》
噌
◎
置
《

{貯

ω
o
恩
巴
琶

。。
・。
Φ
㌣

　
　

　
　

　
肋
9

0。
浄

門5
傷

ω
o
獣
巴
眉
9
搾
一ド

b。
O
●
bd
傷
二

属
o
津

一
》
Oo
」

良

桝
h。
　
.
bロ
働
二

=
Φ
津

封

oQ
.
罷
一
ε

.
(
本
稿

で
は

そ

の
大

部

分

　
　

　
　

　
が

8

.
頃
阜

よ
り

の
引
用

で
あ
り
、
塾。
一
」

W
拝

よ
り

の
引
用

の
時

の
み

〉
羅
匿
～

応。
ド

国
脳
●と
記
し
た
。
)

切
の
"　

　

U
帥Φ

肩

0
8
。。
冨
三

尻
9

①

国
鹸げ
算

§

畠

傷
霞

Ω
Φ糞

傷
$

国
碧

一け巴
沖。。
ヨ
島

"

旦

O
$

魯
目

目
9
け
o

》
鼠

。・
似
言
Φ

豊

吋

　
　

　
　

　
国
Φ
葺

喜

。。
。。
。
・三

&

巴

"
①
.も

ぎ

ε
基

号

践

。・
。
げ

σq
巴

§

落

〉
巳

.
譲

匪
お

Φ
=

§

(§

冨
二

§

)
'

本
稿

で
は
改
訂
時

の
加
筆

・
削
除

・
表

現
の
変
更
を

、
》
零
ゲ
皆
版
に
は
あ

っ
た
が
切
ω
版

で
は
削
除
さ
れ
た
部
分

は

〈
　

〉
　

で
、

〉
岩
げ
貯

版

に
は
な

か

っ
た
が
男
ω
版

で
は
加
筆
さ
れ
た
部
分

は

〔　

〕
で
、
ま
た
〉
器
げ
貯
版

で
の
元

の
表
現
が
切
ω
版
で
は
変
え

ら
れ
た
部

分
は
、
元

の

表
現
を

そ
の
直
後

に
〈
〉
零
謀
く
"

〉
と
し
て
示
し
た
。
尚

、
訳
文
は
本
稿
で
の
議
論

の
性
質
上
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー

の
原
文

に
出
来

る

限
り

即

し

た
直
訳
を
試
み
た
。
但
し
既
存

の
邦
訳

は
そ
の
都
度
参
照
し
、
稗
益

さ
せ
て
頂

い
た
。
ま
た
読
者
の
便
宜
を
考
え
原
典

の
頁
数
だ
け

で
は
な
く

、

現
行

の
岩

波
文
庫

版

の
大

塚
訳
、
及
び
、
梶
山
力
訳

・
安
藤
英
治
編

「
「
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
倫
理
と
資
本
主

義

の
く
精

神

V
一

(
未
来

社

・
一
九
九
四
年

)

の
頁
数

を
同
時

に
併
記
し
た
。
引
用
文
中

の
傍
点
並
び

に
イ
タ
リ

ッ
ク
は
特

に
注
記

の
な

い
限
＼り
全

て
ヴ

ェ
ー
バ

ー
自
身

に
よ
る
ゲ
シ

ュ
ペ
ル
ト

の
部
分
を
示
す
。
引
用
文
中
で
文
意
を
考
慮
し

て
筆
者

が
補

っ
た
も

の
は

〔
四
　

)
と
記
し
た
。

四
九



五
O 

(
3
) 

ま
た
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
他
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
、
や
は
り
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
記
し
た
。

W
L
:　

F
e
s
a
m
m
e
l
t
e 

A
u
f
s
ä
t
z
e 

z
u
r 

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
, 

6
.
, 

e
r
n
e
u
t 

d
u
r
c
h
g
e
s
e
h
e
n
e 

A
u
f
l
. 

h
r
g
. 

v
o
n 

J
o
h
a
n
n
e
s

W
i
n
c
k
e
l
m
a
n
n
, 

T
ü
b
i
n
g
e
n 

1
9
8
5
.

M
a
r
i
a
n
n
e 

W
e
b
e
r
: 

M
a
x 

W
e
b
e
r
. 

E
i
n 

L
e
b
e
n
s
b
i
l
d
, 

T
ü
b
i
n
g
e
n 

1
9
8
4
, 

S
.
3
5
1
.
大
久
保
和
郎
訳
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

1
バ
[
』

(
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
O
年
)
I
・
ニ
六
六
頁
。

こ
こ
で
手
札
と
は
資
料
の
こ
と
を
指
す
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
用
い
た
資
料
に
ま
で
遡
っ
て
『
倫
理
』
論
文
に
お
け
る
彼
の
論
証
の
妥
当
性
を
検
証

す
る
試
み
は
我
が
国
に
お
い
て
は
既
に
伝
統
が
あ
る
。
バ
ク
ス
タ
ー
に
関
し
て
は
越
智
武
臣
『
近
代
英
国
の
起
源
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
六
六
年
〉
、
ウ
ェ
ズ
リ
に
関
し
て
は
岸
田
紀
『
ジ
ヨ
ジ
・
ウ
ェ
ズ
リ
研
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
一
九
七
七
年
)
を
参
照
。

金
井
新
二
は
『
倫
理
』
論
文
末
尾
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
―
―そ
れ
は
こ
の
「
因
果
関
係
の
た
だ
一
つ
の
側
面
」
と
い
う

『
宗
教
社
会
学
論
集
』
の
「
序
言
」
に
お
け
る
ヴ
ェ
l
パ
l
の
言
い
方
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
―

―
次
の
よ
う
な
興
味
探
い
議
論
を
展
開

し
て
い
る
。
仮
に
先
ず
因
果
関
係
の
半
分
だ
け
が
敢
え
て
自
覚
的
に
取
り
出
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
し
て
次
に
同
じ
事
例
か
ら
、
今
度
は
経
清

的
制
約
性
と
い
う
観
点
の
下
に
逆
の
因
果
関
係
が
取
り
出
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
「
し
か
し
、
そ
の
後
で
、
こ
の
こ
つ
の
因
果
関
係
は
一
体
ど
の

よ
う
に
し
て
合
体
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
手
続
き
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
」
(金
井
新
ニ
『
ウ
ェ
l
バ
l
の
宗
教
理
論
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
一
四
頁
)

一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
O
年
に
か
け
て
『
愉
理
』
論
文
に
大
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
世
界
で
最
初
に
発
見
し
た
の
は
安
藤
英
治
で
あ
っ

た
。
一
九
六
八
年
に
発
表
さ
れ
た
被
の
改
訂
一
覧
表
(
「
M
・
ウ
ェ
l
バ
l
の
宗
教
社
会
学
改
釘
に
つ
い
て
」
『
成
蹊
大
学
政
治
経
済
学
論
叢
』

第
一
八
巻
、
第
三
・
四
合
併
号
}
が
当
時
海
外
に
発
表
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
の
ヴ
ェ
l
バ
l
研
究
は
そ
の
時
点
で
既
に
世
界

的
評
価
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

L
u
j
o 

B
r
e
n
t
a
n
o
: 

D
i
e 

A
f
ä
n
g
e 

d
e
s 

m
o
d
e
r
n
e
n 

K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
, 

M
ü
n
c
h
e
n 

1
9
1
6
, 

S
. 

1
3
1
.
田
中
善
次
郎
訳
『
近
世
資
本

主
義
の
起
源
』
(
有
斐
閣
、
一
九
四
一
年
)
一
七
四
頁
。
但
し
、
プ
レ
ン
タ
1
ノ
自
身
は
宗
教
性
に
関
し
て
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
が
「
資

本
主
義
の
精
神
」
を
定
義
す
る
に
際
し
て
、
当
初
よ
り
"
倫
理
的
色
彩
"
を
帯
び
た
も
の
の
み
に
限
定
し
た
こ
と
を
指
し
て
「
不
当
前
提
」
と

非
難
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
"
宗
教
性
に
関
す
る
不
当
前
提
"
が
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
、
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
自
身
は
遂
に
気
付
く
に
は
至
ら

4 

(
5
) 

6 

(
7
)

(
8
) 

な
か
っ
た
。
プ
レ
ン
タ
l
ノ
や
サ
ム
エ
ル
ソ
ン
(
S
a
m
u
e
l
s
s
o
n
)
に
代
表
さ
れ
る
従
来
の
「
資
本
主
義
の
精
神
」
に
対
す
る
批
判
が
何
故
無
効

で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
四
年
一
月
に
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
に
提
出
さ
れ
、
一
九
九
五
年
三
月
に
学
位
授
与
さ
れ
た

筆
者
の
博
士
論
文
"
Q
u
e
l
l
e
n
b
e
h
a
n
d
l
u
n
g 

M
a
x 

W
e
b
e
r
s 

i
n 

d
e
r 

,
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
i
s
c
h
e
n 

E
t
h
i
k
'
"
の
第
三
章
"
D
e
r
, 

G
e
i
s
t 

d
e
s

K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
'
"
A
n
m
.
/
を
参
照
さ
れ
た
い
。

改
訂
に
際
し
ヴ
ェ
l
パ
ー
は
、
冒
頭
の
「
財
産
」
を
「
資
本
」
に
書
き
換
え
、
更
に
こ
の
部
分
全
体
の
直
前
に
「
信
用
あ
る
紳
士
と
い
う
理
想
、

そ
し
て
と
り
わ
け
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
た
。
後
者
の
加
筆
は
「
資
本
主
義
の
精
神
」
の
理
念
型
を
元
々
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
文
章
内
容

に
よ
り
沿
っ
た
形
の
も
の
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
加
筆
自
体
は
、
改
訂
後
の
『
倫
理
』

論
文
に
お
け
る
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
議
論
全
体
に
対
し
て
何
ら
の
影
響
も
与
え
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
敢
え
て
こ
こ
で
は
改
訂
前
の
表
現
に
従
っ
て
引
用
し
た
。
(
R
S
:
3
3
;

大
塚
訳
四
三
頁
引
梶
山
訳
・
安
藤
編
九
一
頁
を
参
照
。
)

ル
タ
l
の
聖
書
翻
訳
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
"
B
e
r
u
f
"と
い
う
訳
語
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
民
族
の
国
語
の
内
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

国
語
の
内
に
"
B
e
r
u
f
"
に
相
当
す
る
語
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
と
し
、
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
英
語
に
お
け
る
"
c
a
l
l
i
n
g
"
を
挙
げ

る
ヴ
ェ
l
バ
l
の
主
張
は
成
立
し
な
い
。
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t 

f
u
r 

S
o
z
i
o
l
o
g
i
e
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
"
M
a
x 

W
e
b
e
r
s 

Q
u
e
l
l
e
n
b
e
h
a
n
d
l
u
n
g

i
n 

d
e
r
: 

,
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
i
s
c
h
e
n 

E
t
h
i
k
'
―
―
D
e
r 

B
e
g
r
i
f
f 

,
C
a
l
l
i
n
g
'
―
―
" 

(
J
g
. 

2
2
, 

H
e
f
t 

1
, 

1
9
9
3
, 

S
. 

6
5
-
7
5
)
、
或
い
は
よ
り

詳
細
に
は
、
前
掲
博
士
論
文
の
第
一
章
い
)
角
田
高
江
司

b
巴
ロ
ロ
m
，s
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
部
分
邦
訳
で
は
単
数
で
訳
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
"
.
.
.
d
e
r 

O
b
e
r
s
e
t
z
e
r
"
は
複
数
二
格
で
あ
り
、
従
っ
て
、
複
数
の
翻
訳
者
達
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
斎
藤
光
「
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
l
バ
l
」
(
『
明
星
英
米
文
学
』
第
二
号
、
一
九
八
七
年
、

七
五
頁
)
に
負
う
。

(
9
)

(
1
0
)

(11)

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
伝
』
の
こ
の
部
分
の
叙
述
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
貨
幣
の
獲
得
こ
そ
が
"
B
e
r
u
f
"
に
お
け
る
有
能
さ
の
表
れ
で
あ
り
、

そ
う
し
た
"
B
e
r
u
f
"
に
お
け
る
有
能
さ
こ
そ
が
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
道
徳
の
真
髄
な
の
で
あ
る
、
な
ど
と
断
定
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
J
.
A
.

L
e
o 

L
e
m
a
y　

&　

P
.
M
. 

Z
a
l
l 

e
d
.
, 

"
T
h
e 

A
u
t
o
b
i
o
g
r
a
p
h
y 

o
f 

B
e
n
j
a
m
i
n 

F
r
a
n
k
l
i
n
.
A 

G
e
n
e
t
i
c 

T
e
x
t
"
, 

K
n
o
x
v
i
l
l
e

1
9
8
1
. 

p
. 

7
5
.
松
本
慎
一
・
西
川
正
身
訳
『
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
自
伝
』
(
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
)
一
三
二
頁
を
参
照
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
父
ジ
ョ
サ
イ
ア
を
「
厳
格
な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
と
す
る
の
も
『
自
伝
』
の
叙
述
か
ら
し
て
無
理
が
あ
る
。

(12)

五



五
二

(
13
)

(
14

)

(
15
)

(
16

)

(
17
)

(
18
)

(
19
>

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

「
自
伝
」
に
お
け
る
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
よ
る

「
啓
示
切
R
e
v
e
l
a
t
i
o
n

」
と

い
う
語

の
コ
ン
テ
キ

ス
ト

の
読
み
誤
り

の
問
題

に
関

し

て
は
、
よ
り
詳
し
く
は
、
前
掲
博

士
論
文
第

三
章

曽
"
D
e
r
 
,
G
e
i
s
t
 
d
e
s
 
K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
'
"
,
 
S
.
 
6
7

以
降
を
参

照
。

本
稿

で
扱

っ
た

「
資
本

主
義

の
精

神
」

に
関
す

る
議
論

に
関

し

て
は

、

よ
り
詳

し
く

は
、

前

掲
博
士

論
文

第

三
章

"
D
e
r
 
,
G
e
i
s
t
 
d
e
s

 
K
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s
'
"
,
 
S
.
5
1

以
降
を
参
照
。
紙
幅

の
都
合
上
、
本
稿
で
は
か
な
り
議
論
を
簡
略
化
し

て
い
る
。

筆

者

の
管
見

の
限
り
で
は
、
こ

の
注

の
持

つ
重
要
性

に
気
付

い
て
い
る
の
は
斉
藤
、
前
掲
論
文

(七
五
頁
)

の
み
で
あ
る
。
斎
藤
は
更
に
、
ヴ

ェ
ー

バ
ー
が

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の

『自
伝
』

の
独
訳

の
み
に
頼
り
、
原
文
を
参
照
し

て
い
な
か

っ
た
可
能
性

を
も
、

「
邪

推
」

と

い
う
言

葉

に
よ

っ
て

―
―

か
な
り

の
韜
晦
を
極

め
た
慎
重
な
煙
幕
を
張

り
な

が
ら
―
―
仄

め
か
し
て

い
る
。
「
古

い
英
訳
聖
書
は
"
b
u
s
i
n
e
s
s
"

」
と
述

べ
る

の
み
で
、

フ
ラ
ン
ク
リ

ン
が
問
題

の
箇

所
を

、
"
C
a
l
l
i
n
g
"

で
引
用
し
て
く
れ
て

い
た
と

い
う
自
ら

の
立
論
に
と

っ
て
極

め

て
好
都
合

で
あ

っ
た
筈

の
事

実

に
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
全
く
言
及
し
て

い
ぬ
。
そ
の
奇
妙
さ
か
ら
見
て
、
あ
な
が
ち
斎
藤

の
勝
手
な

「
邪
推

」
と
は
言

い
切
れ

ぬ
重
要

な
指

摘

で

あ

る
。

紙

幅

の
都
合
上
”
B
e
r
u
f
"

に
関
す
る
論

証
に
本
稿

で
詳
し
く
触
れ
る
こ
と

は
出
来
な
か

っ
た
。
よ
り
詳
細
な
論
点
に
関
し

て
は

、
上

掲
博

士
論

文

の
第

二
章

も
"
D
e
r
 
,
B
e
r
u
f
s
 
'
-
B
e
g
r
i
f
f
"
,
S
.
2
6

以
降
、
或

い
は
A
r
c
h
i
v
e
s
 
e
u
r
o
p
e
e
n
e
s
 
d
e
 
s
o
c
i
o
l
o
g
i
e

に
掲
載
さ

れ
た
拙

稿

”
M
a
x
 
W
e
b
e
r
s
 
Q
e
l
l
e
n
b
e
h
a
n
d
l
u
n
g
 
i
n
 
d
e
r
 
,
P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
i
s
c
h
e
n
　
E
t
h
i
n
k
'
.
 
D
e
r
 
,
B
e
r
u
f
s
'
-
B
e
g
r
i
f
f
"
（

(
V
o
l
.
X
X
X
V
,
 
n

。

1
,
　
M
a
i
 
1
9
9
4
:
 
7
2
-
1
0
3
:
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
、

ま
た
は
拙

稿

「
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー

の

『魔
術
』
か
ら

の
解
放
―
―

『
倫
理
』
論
文
に
お
け
る

'
"
B
e
r
u
f
"

概
念

を
め
ぐ
る
資
料
操
作

に
つ
い
て
―
―

」

(
『思
想
』
、
一
九
九
八
年
、
三
月
号
、
七

ニ
-

一
一

一
頁

)
を
参

照

さ
れ
た

い
。

『大

塚
久
雄
著
作
集

第
八
巻
　

近
代
化

の
人
間
的
基
礎
』

(岩
波
書

店
、

一
九
七
〇
年

)
三
九
頁
。

こ
こ
で
描
か
れ

て

い
る
の
は

予
定
説

の
神

で
あ

る
が

、
但

し

フ
ラ

ン
ク
リ

ン
自

身

が
予
定
説

の
儒

奉
者

で
あ

っ
た
わ

け

で
は
勿
論

な

い
。

F
r
a
n
k
l
i
n
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
7
6

.
『
自
伝

』
一
三
三

頁
を
参
照
。

本
稿
が
最
初

に
脱
稿
さ

れ
た

一
九
九
三
年
六
月
当
時

、
大
塚
久
雄
氏
は
ま
だ
御
存
命

で
あ

っ
た
。
氏
が
健
康
を
害
さ
れ

て
臥

せ

っ
て
お

ら
れ

る

こ
と
を
筆
者
は
人
伝

て
な
が
ら

に
伺

い
、
存
じ
上
げ
て

い
た
。

フ
ラ
ン
ク
リ

ン
の
文
章

の

一
部
を
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
な
ぜ
削
除
し

た

の
か

、
大

塚

氏
が
そ

の
意
味
を
ず
っ

と
気

に
さ
れ
繰
り
返
し
繰
り
返
し
論
文

に
書
か
れ
て

い
た
こ
と
を
知

っ
て
い
た
だ
け

に
、
筆
者
と

し

て
は

こ

の
拙
稿

を

他

の
ど
な
た
よ
り
も
生
前

の
氏
に
御
見
せ
し
た
か

っ
た
。
研
究
者
と

い
う
も

の
は

一
種

の
猟
犬

で
あ
る
。
自
分
が
引

っ
掛
か

っ
た

部
分

を
ず

っ

と
気

に
留
め

て
い
て
、
気
が
付
く
と
そ

の
周
り
を

い
つ
の
間

に
か
ぐ
る
ぐ

る
と

回

っ
て
い
る
。
自
分

の
感
覚
が
正
し
か

っ
た

の
か
、

そ

れ
と
も

見
当
外
れ

で
あ

っ
た

の
か
、
そ
れ
を
最
後

ま
で
確
か
め
た

い
、
せ
め
て
自
分

が
死

ぬ
ま

で
に
知
り
た

い
と
思
う

の
が
研
究
者
特

有

の
―

言

わ

ば
哀
し

い
―

業

で
あ
る
。
氏

の
勘
が
正
し
か

っ
た

こ
と
を

、
筆
者
と
し
て
は
氏

が
御
元
気
な
う
ち
に
御
伝
え
し
た
か

っ
た
。

し

か
し

こ

の
原

稿
は
、
奇
妙
な

こ
と

に
諸
般

の
事
情
に
よ
り
、
こ
う
し
た
形

で
活
字
に
な
る
ま

で
に
五
年
間

の
歳
月
を
要
し
た
。
そ

の
五
年

の
間

に
、

氏
は
亡

く
な
ら
れ
た
。
急
が
な
け
れ
ば
人
は
死
ん
で

い
く
。
急
が
な
け
れ
ば

一
度

は
発
見

さ
れ
た
事
実
も
ま
た
砂

に
埋
も
れ
る
よ
う
に
消

え

て

ゆ
く

。

大
塚
学
派

・
反
大
塚
学
派
な
ど
と

い
う
色
分
け
な
ど

、
そ
う
し
た
こ
と
に
比
す
れ
ば
瑣

末
な

こ
と

に
過
ぎ
な

い
。
人
が
ど
う

い
う
学

派

に
属

し

よ
う
と

、
学
問
は
所
詮
事
実

で
し
か
な
く
、
事

実
と

い
う
も

の
は
人
が
ど
の
学
派

に
属
し

て
い
よ
う
と
変
わ
ら
な

い
。
そ
し

て
事
実

と

い
う
も

の
の
持

つ
恐

ろ
し
さ
は

、
そ
れ
を
人

の
側
が
認
め
た

が
る
か
認
め
た
が
ら
ぬ
か
な
ど
と

い
う

こ
と

に
は

一
切
関
わ
り
な
く

、
認
め

た
く

な

い
人

間

に
向

か

っ
て
も
ま

た
、
た
だ

ひ
た

ひ
た
と
迫

っ
て
ゆ
く
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
と

い
う

こ
と

に
あ

る
。
認
め
た
く
な

い
事
実

の

一
端

に
ひ
と

た

び
気

付

い
て
し
ま
う

と
、
ひ
と
た
び

ス
イ

ッ
チ
が
入

っ
て
し
ま
う

や
否
や
、
そ
の
後

は
当
人

の
頭

の
中

で
崩
壊

の
プ

ロ
セ
ス

の
論

理
的

進
行

が

自
動

的
に
開
始

さ
れ
て
し
ま
う

。
あ
と
は
演
算
を
す
る

の
は
本

人
自
身

の
頭
脳
で
あ
る
。
頭
脳
明
晰

で
優
秀
な
人
間

ほ
ど

、
そ

の
解
体

の
プ

ロ

セ
ス

の
速
度
は
だ
か
ら
速

く
な
る
。
優
秀
な

コ
ン
ピ

ユ
ー
タ
ー
ほ
ど
、

い

っ
た
ん
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
す

る
と
プ

ロ
グ

ラ
ム
崩

塊

の
ス
ピ

ー

ド
が

速

い
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
何
が
起
こ

っ
た

の
か
分

か
ら
ぬ
ま
ま

に
幸
運
に
も
そ

こ
で
取
り
残
さ
れ
て
い
く
の
は
、
演
算
速
度
の
遅

い
コ
ン
ピ

エ
ー

タ
ー

で
あ
る
。
こ
う
し

て
く

っ
き
り
と

一
つ
の
稜
線
が
引
か
れ
て

い
く
。
分
か

っ
て
し
ま
う
者
と

分
か
ら

ぬ
者
と

の
。
自

分

の
頭

脳

の
中

で
認

め
た
く
な

い
事

実
に
取
り
囲
ま
れ
、
押

し
潰

さ
れ

て
ゆ
く
優
秀

な
人
間
達

の
悲
鳴
が
聞
こ
え

る
。
「貴

方
は

我

々
を
ど

こ

へ
連
れ

て
行

こ
う

と

言
う

の
か
?

」
ド
イ

ツ
の
或
る
老
大
家

の
ヴ

ェ
ー
バ
i
研
究
者
は
そ
う
書

い
て
き
た
。
「
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
狡

い
よ
…
。
」

一
生

を
ヴ

ェ
ー
バ

ー

に

捧
げ
た
或

る
日
本

の
ヴ

ェ
ー
バ
ー
研
究
者

は
、
私

の
前

で
堪

ら
な
く
な

っ
た
よ
う
に
呟

い
た
。
暗

い
喫
茶
店

の
中

で
、
そ
の
方

の
表
情

だ

け
が

残

っ
た
。
ヴ

ェ
ー
バ
ー
と

い
う
夜

ご
と
俳
徊
す

る
死
体
に
木
の
杭
を

一
打
ち

一
打
ち
打
ち
込

ん
で

い
る
よ
う
な

、
無
残
な

こ
と
を

し

て

い
る
と

い
う
自
覚
は
筆
者

に
は
あ
る
。
自
分

の
手

が
血
で
汚
れ

て
い
る
と

い
う
自
覚
は
筆
者
に
は
あ

る
。
学
問

は
自
分

が
方
向
転
換
す

る
際

に

、

そ

の

曲
が
り
角

で
押
し
潰
さ
れ
て

い
く
人
間
達

の
感
情
な
ど
を
顧
慮

し
て
く
れ
な

い
。

一
生
を
己

に
捧
げ

て
く

れ
た
人
間
達
を
平
気

で
押

し
潰

し
な

が
ら

、
学
問
と

い
う
こ

の
女
神
は

勝
手

に
方
向
転
換
し

て
ゆ
く
。
そ
こ
に
学
問

の
持

つ
非
情

さ
が
あ

る
。
ヴ

ェ
ル
ト

フ
ラ
イ

ハ
イ

ト
と

は
何

と

五
三



五
四

も
酷

い
も

の
で
あ
る
。




