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〈
崇
高
〉
の
衰
微

―
『
野
菊
の
墓
』
に
お
け
る
〈
性
欲
〉
の
観
念
化
と
〈
文
学
〉
の
成
立
―

森
　
本
　
隆
　
子

は
じ
め
に

伊
藤
左
千
夫
の
『
野
菊
の
墓
』（
明
治
三
九
年
）
は
、
日
本
の
近
代
文
学
史
上
、「
純
愛
小
説
」
と
し
て
誉
れ
高
い
名
作
で
あ
る
。「
民
さ
ん
は
、

野
菊
の
や
う
な
人
だ
」「
そ
れ
で
政
夫
さ
ん
は
野
菊
が
好
き
だ
つ
て
…
…
」「
僕
大
好
き
さ
」
―
―
〈
菊
〉
を
暗
喩
に
交
わ
さ
れ
た
淡
い
恋
の
告
白

が
、
周
囲
の
噂
と
家
族
の
反
対
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、「
私
は
死
ぬ
が
本
望
で
あ
り
ま
す
」
の
言
葉
を
最
後
に
「
民
さ
ん
」
の
非
業
の
死
を
以
て
閉

じ
ら
れ
る
本
作
は
、
ま
さ
し
く
〈
ヒ
ロ
イ
ン
の
死
と
永
遠
の
愛
〉
に
結
実
す
る
型
通
り
の
悲
恋
型
純
愛
小
説
で
あ
ろ
う
。
早
く
に
ア
ラ
ラ
ギ
派

同
門
の
釈
迢
空
が
、「
う
ぶ
4

4

で
純
潔
な
主
人
公
」
が
「
田
舎
の
大
家
族
と
、
美
し
い
自
然
の
前
に
」
経
験
し
た
「
で
り
け
い
と
な
恋
物
語（

１
）」

と
要

約
的
に
評
し
て
以
来
、
結
婚
、
つ
ま
り
は
性
的
交
わ
り
と
切
断
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
愛
小
説
の
正
典
と
し
て
、
本
作
は
享
受
さ
れ
続
け

て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
型
通
り
の
純
愛
物
語
の
結
構
を
展
開
す
る
〈
語
り
〉
の
側
に
着
目
し
て
み
た
時
、
純
愛
の
印
象
に
、
微
か
に
、
し

か
し
決
定
的
な
亀
裂
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
否
定
し
き
れ
な
い
。

「
民
さ
ん
」
の
死
か
ら
十
余
年
、
当
時
を
回
想
す
る
主
人
公
、
政
夫
の
一
人
称
の
語
り
に
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
ま
ぎ
れ
込
む

の
で
あ
る
。

最
早
十
年
余
も
過
去
つ
た
昔
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
細
か
い
事
実
は
多
く
は
覚
え
て
居
な
い
け
れ
ど
、
心
持
だ
け
は
今
猶
昨
日
の
如
く
、

其
時
の
事
を
考
へ
て
る
と
、
全
く
当
時
の
心
持
に
立
ち
返
つ
て
、
涙
が
留
め
ど
な
く
湧
く
の
で
あ
る
。
悲
し
く
も
あ
り
楽
し
く
も
あ
り
と

い
ふ
や
う
な
状
態
で
、
忘
れ
や
う
と
思
ふ
事
も
な
い
で
は
な
い
が
、
寧
ろ
繰
返
し
繰
返
し
、
考
へ
て
は
、
夢
幻
的
の
興
味
を
貪
つ
て
居
る

事
が
多
い
。
そ
ん
な
訳
か
ら
一
寸
物
に
書
い
て
置
か
う
か
と
い
ふ
気
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。	

（
傍
線
引
用
者
）　

確
か
に
、
家
の
言
う
な
り
に
嫁
が
さ
れ
、
流
産
の
果
て
に
死
ん
で
ゆ
く
「
民
さ
ん
」
の
物
語
は
、
政
夫
へ
の
愛
の
完
結
そ
の
も
の
を
示
す
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
物
語
―
―
正
確
に
は
〈
物
語
化
〉
の
額
縁
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
快
楽
的
な
詠
嘆
が
、
政
夫
自
身
の
手
に
よ
っ
て
嵌
め
込
ま

れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
苦
悩
す
る
こ
と
が
快
楽
に
繋
が
り
、
自
分
自
身
が
被
っ
た
は
ず
の
損
傷
が
感
傷
へ
と

昇
華
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
奇
妙
な
詠
嘆
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
先
だ
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
政
夫
の
性
的
欲
望
の
問
題
で
あ
る
。
最
初
で
最
後
の
二
人
き
り
の
遠
出
と

な
っ
た
「
綿
摘
み
」
の
日
、
恋
の
告
白
を
終
え
た
自
分
た
ち
の
間
柄
を
、
政
夫
の
回
想
は
明
確
に
「
民
子
が
求
め
る
な
ら
ば
僕
は
ど
ん
な
こ
と

で
も
拒
ま
れ
な
い
。
又
僕
が
求
め
る
な
ら
矢
張
ど
ん
な
こ
と
で
も
民
子
は
決
し
て
拒
み
は
し
な
い
」
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
い
帰
宅
の

遅
れ
た
二
人
を
「
罪
を
犯
し
た
も
の
と
定
め
（
る
）」
母
の
譴
責
に
憤
る
の
は
、
こ
れ
と
正
確
に
対
応
す
る
行
為
、
つ
ま
り
は
政
夫
自
身
も
「
堕
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落
」
と
見
な
す
肉
体
的
な
交
わ
り
へ
ま
で
は
、
到
底
、
至
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。「
無
邪
気
な
可
憐
な
」「
卵
的
の
恋
」
は
、
す

で
に
、
こ
の
日
、
あ
と
「
話
の
一
歩
」
を
さ
え
進
め
れ
ば
突
き
破
れ
る
は
ず
の
「
吉
野
紙
」
の
薄
く
柔
ら
か
な
隔
て
を
確
か
に
触
知
す
る
ま
で

に
は
「
有
意
味
」
な
も
の
へ
と
「
養
分
」
を
得
て
成
熟
し
て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
き
な
が
ら
、
押
し
破
る
術
を
知
ら
ぬ
「
を
ぼ
こ
」
な
「
取
止

め
」
の
な
さ
に
お
い
て
の
み
、
卵
的
恋
は
、「
罪
の
神
に
翻
弄
せ
ら
れ
」
な
が
ら
も
、
か
ろ
う
じ
て
「
卵
時
代
」
を
守
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
生
理
的
に
は
確
か
に
感
受
さ
れ
な
が
ら
、
現
実
的
に
は
未
発
の
状
態
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
の
た
ゆ
た
い
を
、
政
夫
は
「
愉
快
」
と
も
「
楽

し
い
」
と
も
回
想
す
る
。
藤
井
淑
禎（

２
）が

、
主
に
昭
和
三
十
年
代
の
青
春
小
説
を
素
材
に
論
じ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
「
純
愛
」
の
構
造
そ
の
も

の
が
「
男
女
の
接
近
の
限
界
線
」
と
「
自
己
抑
制
の
論
理
」
の
せ
め
ぎ
あ
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
を
内
包
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
時
、『
野
菊
の
墓
』
は
、
柄
谷
行
人
が
指
摘
す
る
「
告
白
・
真
理
・
性
」
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
然

主
義
文
学
の
系
譜（

３
）に

連
な
る
も
の
の
相
貌
を
発
揮
す
る
。

『
野
菊
の
墓
』
に
は
、
確
か
に
「
性
」
が
「
封
印
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
「
罪
悪
視
」
や
「
禁

忌（
４
）」

の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
快
楽
さ
え
潜
在
さ
せ
た
欲
望
と
し
て
畳
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
死
」
が
「
本
望
」

の
壮
絶
な
女
の
物
語
を
、
そ
れ
と
は
あ
ま
り
に
も
非
対
称
な
詠
嘆
的
な
回
想
の
中
に
綴
り
込
ん
で
ゆ
く
男
性
一
人
称
の
告
白
手
記
の
構
造
を
、

性
欲
が
織
り
な
す
一
枚
の
タ
ブ
ロ
ー
（
絵
）
と
し
て
検
証
し
て
み
た
い
。

一　

女
た
ち
の
物
語

ま
ず
、『
野
菊
の
墓
』
は
、
少
な
く
と
も
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
上
は
、
首
尾
一
貫
、「
女
た
ち
の
物
語
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

藤
井
淑
禎
は
、
政
夫
の
回
想
が
恋
の
経
緯
を
謳
い
あ
げ
る
小
説
前
半
部
の
「
追
憶
の
遠
近
法
」
が
、
後
半
、「
民
さ
ん
」
の
死
を
慟
哭
し
な
が
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ら
か
き
口
説
く
「
女
た
ち
の
声
」
に
よ
っ
て
突
き
崩
さ
れ
て
し
ま
う
食
い
違
い
を
指
摘
す
る（

５
）が

、
む
し
ろ
、
前
半
の
淡
い
恋
の
顛
末
こ
そ
が
、

女
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
若
い
二
人
を
翻
弄
し
な
が
ら
悲
劇
に
導
い
て
ゆ
く
〈
女
た
ち
の
物
語
〉
と
し
て
、
驚
く
ほ
ど
緻
密
に
描
き
込
ま
れ

て
い
る
。

何
か
と
い
え
ば
、
僕
の
書
室
を
「
の
ぞ
く
」、「
呼
び
に
く
る
」、
果
て
は
「
狐
鼠
々
々
と
」
這
入
り
こ
ん
で
来
て
遊
ん
で
ゆ
く
「
民
さ
ん
」
は

恋
の
積
極
的
な
誘
導
者
で
あ
る
。
一
方
、
そ
ん
な
「
民
さ
ん
」
の
姿
に
「
二
つ
も
年
の
多
い
の
を
嫁
に
す
る
気
か
し
ら
む
」
と
陰
口
を
た
た
き

あ
っ
て
、
し
だ
い
に
「
村
中
の
評
判
」
へ
と
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
二
人
の
男
女
と
し
て
の
仲
を
い
た
ず
ら
に
煽
り
な
が
ら
阻
害
し
続
け
る
の

が
「
兄
や
嫂
や
お
増
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
対
立
す
る
二
つ
の
方
向
性
を
一
身
に
引
き
受
け
、
心
な
ら
ず
も
、
そ
の
矛
盾
を
押
し
広
げ
る
役
目
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
の

が
、
政
夫
の
母
で
あ
る
。
夫
を
失
い
、
斎
藤
家
の
首
長
の
座
に
君
臨
し
て
い
る
ら
し
い
母
の
言
説
は
、
い
わ
ば
家
族
の
要
に
位
置
す
る
者
と
し

て
、
二
種
類
の
対
立
す
る
声
を
共
に
引
き
受
け
、
併
存
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
嫂
の
諫
言
に
、「
常
に
な
く
六
づ
か
し
い
顔
」
で
、
男
女
の
別
に

つ
い
て
二
人
を
戒
め
る
母
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
無
辜
の
政
夫
が
純
真
な
抗
議
を
展
開
す
れ
ば
、「
真
か
ら
可
愛
が
る
笑
み
」
を
見
せ
、
や
が
て

は
「
仲
好
し
」
の
二
人
を
揃
っ
て
茄
子
畑
へ
、
ひ
い
て
は
綿
摘
み
の
裏
山
へ
と
使
い
に
出
し
て
や
る
。
母
の
示
す
二
重
基
準
（
ダ
ブ
ル
・
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
）
こ
そ
が
、
二
人
に
羞
恥
を
意
識
さ
せ
、
思
慕
の
情
に
確
実
に
性
の
意
識
を
織
り
込
ん
で
ゆ
く
と
同
時
に
、
二
人
を
指
弾
す
る
女
た

ち
の
声
を
高
ま
ら
せ
、
二
人
に
離
別
を
用
意
し
て
ゆ
く
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
嫂
に
促
さ
れ
て
二
人
を
叱
責
す
る
か
と
思
え
ば
、
慈
愛
の
笑
顔
で
包
み
、
母
刀
自
の
命
を
以
て
二
人
き
り
で
会

う
機
会
を
設
け
て
や
る
か
と
思
え
ば
、
色
蒼
ざ
め
て
決
然
と
二
人
を
引
き
裂
く
母
の
分
裂
的
な
二
重
基
準
は
、
な
ぜ
、
か
く
ま
で
の
緊
張
感
の

下
に
、
ま
た
、
め
ま
ぐ
る
し
く
反
転
を
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
実
は
、
母
が
二
人
の
交
際
に
難
色
を
示
し
て
表
明
す
る
「
男
も

女
も
十
五
六
に
な
れ
ば
最
早
児
供
で
は
な
い
」
―
―
思
春
期
に
あ
る
二
人
の
〈
性
的
成
熟
〉
を
め
ぐ
っ
て
示
さ
れ
る
認
識
は
、「
意
味
」
あ
り
げ
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に
立
て
ら
れ
る
「
つ
ま
ら
ぬ
噂
」、
つ
ま
り
は
〈
世
間
の
声
〉
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
人
が
彼
是
云
ふ
さ
う
ぢ
ゃ
」
の
伝
聞
体
で
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
聞
き
つ
け
た
嫂
に
よ
っ
て
「
注
意
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
周
囲
の
一
致
し
た
見
解
に
も

拘
わ
ら
ず
、
母
が
、
内
心
で
は
「
吾
子
を
い
つ
ま
で
も
児
供
の
や
う
に
」「
丸
で
児
供
の
様
に
思
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
。

し
か
も
、〈
子
ど
も
〉
を
め
ぐ
る
母
の
認
識
が
い
ま
少
し
微
妙
な
の
は
、
母
の
言
う
〈
子
ど
も
〉
と
は
、
肉
体
関
係
へ
の
危
惧
を
め
ぐ
っ
て
、
客

観
的
な
〈
性
的
未
熟
〉
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
一
緒
に
乳
を
含
ま
せ
て
育
て
た
従
姉
弟
ど
う
し
の
二
人
を
、「
真
の
親
の

様
に
」「
真
か
ら
可
愛
が
る
」
絶
対
的
な
愛
情
に
基
づ
い
て
、
二
人
を
共
に
「
吾
子
」、
つ
ま
り
は
性
的
関
係
と
は
無
縁
な
「
兄
弟
」
と
見
な
す

よ
う
な
主
情
的
な
意
識
を
指
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
お
の
ず
か
ら
な
肉
親
の
情
に
お
い
て
は
、
二
人
の
間
柄
を
「
仲
好
し
」
と
し
て

許
容
し
た
い
の
が
母
の
本
音
で
あ
り
、
し
か
し
、
世
間
の
声
は
強
大
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
、
や
が
て
嫂
が
静
か
に
言
い
放
ち
、
母
が
受
け

入
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、「
嫁
に
し
な
い
と
す
れ
ば
、
二
人
の
中
は
成
る
た
け
裂
く
様
な
工
夫
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
が
無
視
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
世
間
、
ひ
い
て
は
家
の
道
理
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
母
が
密
か
に
抱
え
持
つ
葛
藤
は
、
ま
さ
し
く
牟
田
和
恵
が
指
摘
す
る
近
代
日
本
に
お
け
る
「『
イ
エ
』
の
二
重
構
造（

６
）」

を
端
的
に

集
約
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
牟
田
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
近
代
家
族
は
、
母
子
の
密
着
的
な
結
合
が
近
代
家
族
に
固
有
の
情
緒
的
絆
を
形
成
し
な

が
ら
、
そ
れ
が
西
欧
の
場
合
の
よ
う
な
家
族
の
外
的
世
界
か
ら
の
孤
立
性
を
保
障
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
外
界
に
対
し
て
は
〈
開
か
れ
た
「
家
」〉

で
在
り
続
け
る
と
い
う
二
重
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
日
本
の
近
代
家
族
は
、
外
的
世
界
が
「
家
」
を

規
制
す
る
に
際
し
て
は
、「
公
」
に
抗
し
て
肉
親
を
庇
う
よ
り
は
、「
肉
親
の
情
を
抑
え
て
公
に
殉
ず
る
厳
し
く
強
い
母
像
」
を
強
調
す
る
、
と
指

摘
す
る
。

す
で
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
、『
野
菊
の
墓
』
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
世
間
の
声
の
集
積
を
警
告
と
し
て
母
へ
も
た
ら
す
「
嫂
」
が
、
こ

の
〈
開
か
れ
た
イ
エ
〉
の
窓
口
の
機
能
を
果
た
す
人
物
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
当
主
で
あ
る
長
男
の
嫁
、「
嫂
」
の
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言
葉
が
、
つ
ね
に
女
た
ち
の
噂
と
は
一
線
を
画
し
て
、
い
さ
さ
か
も
激
す
る
こ
と
な
く
穏
健
か
つ
断
定
的
で
あ
る
の
は
、
感
情
と
は
別
次
元
の

家
の
シ
ス
テ
ム
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
が
故
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
無
感
情
に
中
立
的
で
あ
る
分
、
古
武
士
の
血
を
引
き
、
忌
森
を
務
め
続

け
て
き
た
と
い
う
斎
藤
家
の
家
名
の
保
持
を
担
っ
て
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
嫂
の
伝
聞
と
警
告
に
、
母
が
示
す
「
六
づ
か
し
い
」
表
情
や

「
色
青
ざ
め
た
」
顔
は
、
世
間
が
若
い
二
人
に
示
す
構
え
に
対
す
る
怯
え
で
あ
り
、
ま
た
不
本
意
な
が
ら
そ
れ
を
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
い
覚
悟

の
ほ
ど
を
内
包
す
る
も
の
だ
ろ
う
。「
嫂
」
の
言
説
を
、
常
に
「
意
地
悪
」「
意
地
曲
り
」
と
評
し
て
紹
介
す
る
政
夫
の
語
り
は
、
自
分
に
絶
対
的

な
庇
護
を
傾
け
続
け
て
く
れ
る
母
の
肉
親
の
情
を
、
否
応
な
く
世
間
の
方
へ
ね
じ
向
け
さ
せ
る
「
嫂
」
の
果
た
す
機
能
に
対
し
て
、
き
わ
め
て

鋭
敏
に
反
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
嫂
」
を
外
界
と
の
接
点
に
、
一
切
を
統
べ
る
要
の
位
置
に
「
母
」
を
置
く
斎
藤
家
の
構
造
は
、
明
治
期
の
家
族
制
度
が
、
武
家
を
モ
デ
ル
と

す
る
父
系
相
続
制
へ
急
速
に
編
成
さ
れ
直
す
中
で
、
農
村
部
を
中
心
に
残
っ
て
い
た
「
姉
家
督
」
と
呼
ば
れ
る
母
系
相
続
の
世
界
を
彷
彿
さ
せ

る
。
父
系
相
続
の
世
界
が
厳
密
に
排
他
的
な
血
縁
原
理
に
基
づ
く
の
に
対
し
て
、「
家
付
娘
」
が
夫
を
婿
に
迎
え
る
母
系
制
で
は
、
戸
主
権
は
弱

く
、
代
わ
っ
て
主
婦
権
が
幅
を
利
か
せ
る
。
作
者
、
伊
藤
左
千
夫
の
伝
記
的
事
実（

７
）を

傍
証
と
す
る
ま
で
も
な
く
、
作
中
、
長
子
の
兄
よ
り
嫂
の

存
在
の
方
が
強
烈
で
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
野
良
仕
事
の
風
景
に
お
い
て
も
「
兄
」
の
存
在
は
、
お
お
む
ね
「
兄
夫
婦
」
の
よ
う
な
〈
対
〉
の

一
項
と
し
て
し
か
把
握
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
民
さ
ん
」
は
政
夫
の
「
縁
の
従
妹
」
―
―
「
血
縁
」
関
係
の
な
い
従
妹
と
し
て
、「
血
の
道
」
を

患
う
母
の
看
護
人
兼
手
伝
い
と
し
て
や
っ
て
き
た
分
家
の
娘
で
、
父
母
を
失
っ
た
孤
児
と
し
て
母
の
慈
悲
が
か
か
っ
て
い
る
作
女
の
お
増
と
は
、

母
の
膝
下
で
ほ
ぼ
同
等
に
睦
み
合
い
な
が
ら
斎
藤
家
の
周
縁
を
構
成
す
る
恰
好
に
な
っ
て
い
る
。
お
増
の
仲
間
で
あ
る
近
隣
の
作
女
た
ち
―
―

「
隣
の
お
仙
」
や
「
向
の
お
浜
」
ら
が
、
さ
ら
に
そ
の
外
延
部
を
取
り
巻
い
て
、
斎
藤
家
は
、
ま
さ
に
結
束
す
れ
ば
身
の
ウ
チ
、
そ
れ
が
緩
め
ば

身
の
ソ
ト
に
な
る
よ
う
な
各
層
が
外
へ
向
か
っ
て
同
心
円
状
に
重
層
し
て
ゆ
く（

８
）こ

と
に
よ
っ
て
、「
女
性
の
多
い
母
系
家
族（

９
）」

が
ム
ラ
共
同
体
へ

向
か
っ
て
開
き
な
が
ら
緩
や
か
に
結
束
す
る
構
造
を
取
っ
て
い
る
。
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テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の
〈
外
部
へ
開
い
た
イ
エ
〉
構
造
に
在
っ
て
、
ヒ
ロ
イ
ン
「
民
さ
ん
」
を
、
こ
の
女
性
共
同
体
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位
置
に

配
当
す
る
こ
と
で
葛
藤
を
深
く
し
、
ド
ラ
マ
を
生
起
さ
せ
て
ゆ
く
。

斎
藤
家
の
居
住
空
間
は
、
そ
れ
を
端
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
学
進
学
も
意
識
し
た
政
夫
の
「
書
室
」
に
定
め
ら
れ
た
「
二
畳
の
小

座
敷
」
は
、「
十
畳
の
間
の
南
隅
」
に
付
設
す
る
も
の
で
元
は
「
機
織
場
」、
さ
ら
に
十
畳
の
「
奥
の
一
間
」
に
は
、「
血
の
道
」
を
患
う
母
が
仰

臥
し
て
お
り
、
こ
の
空
間
構
造
は
政
夫
が
母
に
ま
る
ご
と
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
換
喩
で
あ
る
。
母
を
看
病
し
て
、
薬
の
世
話
や
用
足
し
の

た
め
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
政
夫
の
書
室
を
通
り
抜
け
て
、
台
所
と
母
の
奥
の
間
を
行
き
来
す
る
「
民
さ
ん
」
が
、
そ
の
薬
を
「
三
日
置
四
日
置

き
」
に
松
戸
ま
で
取
り
に
行
く
政
夫
を
迎
え
に
出
る
こ
と
で
、「
民
さ
ん
」
の
動
線
は
、
家
の
内
を
外
へ
開
い
て
結
び
合
わ
す
役
割
を
果
た
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
テ
ク
ス
ト
冒
頭
に
現
れ
る
物
語
の
〈
場
〉
は
、
母
の
優
し
い
監
視
の
眼
差
し
の
行
き
届
い
た
、
換
言
す
れ
ば
、
空
間
の
各

細
部
が
階
層
化
さ
れ
な
が
ら
〈
母
〉
の
手
元
へ
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
一
連
な
り
の
広
い
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
政
夫
の
書
室
を
覗
き

が
ち
な
「
民
さ
ん
」
の
願
望
が
「
本
」
を
「
読
む
」
こ
と
と
「
手
習
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
大
人
た
ち
が
行
く
手
に
さ
り
げ
な
く
用
意
し
て
い

る
〈
男
は
手
習
い
・
女
は
裁
縫
〉
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
を
免
れ
て
、
驚
く
ほ
ど
に
自
由
な
の
は
、
母
な
る
空
間
が
、「
民
さ
ん
」
に
性
的
成
熟
を

抑
制
し
、〈
性
〉
の
抑
圧
を
代
償
に
〈
子
〉
と
し
て
の
彼
女
を
庇
護
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
態
を
裏
返
せ
ば
、
政
夫
の
帰
り
を
待
ち
か
ね
て
、

そ
わ
そ
わ
外
へ
見
に
出
る
「
民
さ
ん
」
へ
女
た
ち
が
向
け
始
め
て
い
る
性
的
揶
揄
の
眼
差
し
は
、「
お
母
さ
ん
が
心
配
し
て
」
の
一
語
の
弁
明
の

下
に
、「
母
」
の
名
を
以
て
、
と
り
あ
え
ず
は
容
易
に
封
印
さ
れ
て
し
ま
う
。

斎
藤
家
の
外
―
―
市
川
の
戸
村
か
ら
「
手
伝
」
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
「
縁
の
従
妹
」
は
、
家
族
の
外
延
部
に
位
置
す
る
作
女
の
お
増
と
立

場
を
分
け
合
い
な
が
ら
、
ま
た
母
の
述
懐
す
る
よ
う
に
、「
乳
呑
児
の
時
か
ら
（
中
略
）
し
よ
つ
ち
う
家
へ
き
て
居
て
」、
政
夫
と
「
二
つ
の
乳

房
を
一
つ
宛
含
ま
せ
て
居
た
位
」
の
「
余
所
の
人
は
誰
だ
つ
て
二
人
を
兄
弟
と
思
は
な
い
も
の
は
な
か
つ
た
程
」
の
〈
擬
似
兄
弟
〉
の
〈
見
立

て
〉
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
夫
の
脇
に
位
置
し
て
斎
藤
家
の
末
端
に
連
な
る
者
と
し
て
遇
さ
れ
る
。「
民
さ
ん
」
は
、
階
層
的
に
作
女
た
ち
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と
政
夫
の
間
に
微
妙
で
独
特
な
位
置
づ
け
を
見
出
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
緩
や
か
に
整
え
ら
れ
た
階
層
構
造
を
切
り
裂
き
、
攪
乱
す
る
の
が
〈
性
〉
で
あ
る
。
政
夫
と
の
〈
対
〉
が
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
を
伴
わ
な
い
〈
兄
弟
〉
の
域
を
超
え
て
〈
性
〉
の
割
り
込
む
〈
男
女
〉
へ
の
萌
芽
を
見
せ
た
時
、「
民
さ
ん
」
は
共
同
体
と
母
に
対
し
て
、

二
重
の
裏
切
り
者
と
化
す
。

ま
ず
、「
嫁
」
入
り
、
つ
ま
り
は
政
夫
と
「
御
夫
婦
」
に
な
る
可
能
性
は
、
斎
藤
家
の
「
内
の
者
」
に
正
式
に
加
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
労
働

力
を
提
供
し
て
食
い
扶
持
を
得
て
い
る
作
女
が
構
成
す
る
外
延
の
共
同
体
か
ら
の
決
定
的
離
脱
を
意
味
す
る
。
噂
と
迫
害
の
契
機
が
、
作
中
、

「
近
所
の
女
共
」
か
ら
の
「
簪
女
」
や
「
祭
文
」、「
花
火
」
や
「
飾
物
」
の
見
物
の
誘
い
を
、
政
夫
と
「
内
に
居
る
の
が
一
番
面
白
」
く
て
、「
母

の
病
気
」
を
口
実
に
断
っ
た
と
こ
ろ
に
生
起
し
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。〈
流
れ
芸
人
〉
や
〈
見
世
物
〉
で
人
寄
せ
す
る
ム
ラ
の
「
祭
り
」

は
、
ま
さ
し
く
共
同
体
が
共
同
体
た
る
べ
き
証
し
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
参
加
す
る
こ
と
が
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
た
る
こ
と
へ
の
相
互
承
認
を

意
味
す
る
か
ら
だ
。
事
態
を
裏
返
せ
ば
、〈
性
〉
を
刻
印
さ
れ
た
「
民
さ
ん
」
は
、
共
同
体
か
ら
の
離
脱
者
で
あ
る
以
上
に
、
斎
藤
家
の
内
を
侵

す
ゆ
ゆ
し
い
闖
入
者
と
し
て
、
よ
り
徹
底
的
に
「
母
」
に
対
す
る
裏
切
り
を
犯
し
て
い
る
。「
民
さ
ん
」
に
お
け
る
性
の
萌
芽
は
「
母
」
の
「
子
」

た
る
領
域
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
以
上
に
、
政
夫
の
〈
性
〉
を
占
有
し
て
母
か
ら
政
夫
を
決
定
的
に
奪
い
取
る
簒
奪
者
の
可
能
性
を
暗
示
す

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
「
民
さ
ん
」
の
危
う
い
立
場
を
最
も
鮮
明
に
炙
り
出
す
の
は
、
同
輩
の
位
置
づ
け
に
近
か
っ
た
お
増
が
「
民
さ

ん
」
に
対
し
て
示
す
鮮
や
か
な
ス
タ
ン
ス
の
転
換
で
あ
る
。
周
囲
の
非
難
に
抗
し
て
母
が
果
断
に
計
ら
っ
た
「
民
さ
ん
」
と
政
夫
の
二
人
き
り

の
茄
子
畑
へ
の
お
使
い
を
、
お
増
が
「
ぼ
ん
や
り
」
と
立
ち
尽
く
す
よ
う
に
し
て
凝
視
す
る
の
は
、
共
同
体
の
境
界
を
平
然
と
乱
さ
れ
た
茫
然

感
の
な
せ
る
業
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
母
に
拒
ま
れ
て
「
民
さ
ん
」
が
実
家
へ
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
嫁
」
た
る
可
能
性
を
す
べ
て
失
っ
て
斎

藤
家
の
系
譜
か
ら
滑
り
落
ち
た
時
、
お
増
は
一
転
、「
民
さ
ん
」
を
「
優
し
い
温
和
し
い
人
」
と
し
て
弁
護
し
、「
可
愛
想
」
だ
と
「
共
泣
き
」
す
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る
。
政
夫
が
推
察
す
る
よ
う
に
、
お
増
は
、
二
人
が
「
仲
好
い
風
」
を
し
て
、「
民
さ
ん
」
が
境
界
を
侵
犯
す
る
事
態
に
は
覿
面
に
「
嫉
妬
心
」

を
起
こ
す
も
の
の
、「
民
子
が
一
人
に
な
」
っ
て
、
政
夫
と
バ
ラ
バ
ラ
に
な
れ
ば
、
元
の
通
り
、
人
好
く
親
切
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
は
、
二
人
の
間
に
〈
性
〉
の
意
識
が
最
も
高
ま
っ
た
共
同
体
へ
の
〈
裏
切
り
〉
の
瞬
間
に
、
最
も
過
酷
に
二
人
を
罰
す
る
「
綿
摘

み
」
の
挿
話
を
、「
九
月
十
三
日
」
の
「
後
の
月
」
の
一
日
に
凝
縮
し
て
展
開
し
、
十
三
夜
の
月
が
照
る
そ
の
日
の
夕
刻
の
内
に
事
態
を
終
息
さ

せ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
九
月
一
三
日
を
「
後
の
月
」
と
呼
ぶ
の
は
、
旧
暦
八
月
一
五
日
の
〈
中
秋
の
名
月
〉
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
古

来
の
風
習
で
あ
り
な
が
ら
、
後
か
ら
ひ
っ
そ
り
祝
わ
れ
る
こ
の
月
見
は
、「
女
名
月
」
と
も
別
称
さ
れ
て
、
女
性
特
有
の
「
血
の
道
」
の
病
と
の

関
わ
り
も
指
摘
さ
れ
る）

1（
（

。
こ
こ
で
嵌
め
ら
れ
る
「
後
の
月
」
の
額
縁
は
、
ま
ず
は
、
作
中
、「
血
の
道
」
を
患
っ
て
臥
せ
り
が
ち
で
あ
る
と
さ
れ

る
政
夫
の
母
へ
の
焦
点
化
を
意
図
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
す
で
に
無
視
し
き
れ
ぬ
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
い
る
周
囲
の
噂
と
反
対
を
、
母

の
権
限
を
行
使
し
て
「
指
図
」
を
行
い
、
押
し
切
る
よ
う
に
し
て
若
い
二
人
を
二
人
き
り
で
裏
山
へ
綿
摘
み
に
使
い
に
出
し
て
や
っ
た
こ
の
日

の
母
の
決
断
は
、
す
で
に
論
じ
た
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
矛
盾
を
最
大
限
に
引
き
裂
い
て
、
人
間
関
係
を
破
綻
へ
至
ら
せ
る
。
原
因
は
、
政

夫
の
裏
切
り
に
胚
胎
す
る
。
母
の
こ
の
処
置
に
「
甘
露
的
天
命
」
を
見
出
し
、「
ま
こ
と
に
親
の
こ
ゝ
ろ
」
と
感
謝
を
捧
げ
な
が
ら
、「
民
さ
ん
」

と
過
ご
し
た
一
日
に
、「
あ
れ
ほ
ど
可
愛
が
ら
れ
た
一
人
の
母
」
へ
「
隠
立
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
「
私
心
」
を
恥
じ
る
政
夫
は
、
現
実
の
肉
体
関

係
に
及
ぶ
こ
と
は
な
く
と
も
、
性
的
欲
望
を
つ
ゆ
疑
う
こ
と
の
な
い
母
の
絶
対
的
信
頼
に
対
し
て
は
決
定
的
な
裏
切
り
を
自
覚
し
て
い
る
。

二
人
を
「
児
供
」
と
見
な
し
、
そ
の
分
、「
甘
過
ぎ
る
」
母
の
対
応
に
、
日
頃
か
ら
猜
疑
と
不
満
を
抱
き
続
け
て
き
た
身
内
の
女
た
ち
の
非
難

は
、
ム
ラ
全
体
の
憤
懣
を
背
負
う
よ
う
に
し
て
、
一
斉
に
母
へ
襲
い
か
か
る
。
母
を
筆
頭
に
女
た
ち
が
集
う
「
御
膳
会
議
」
は
、
こ
の
日
、
他

な
ら
ぬ
母
に
対
し
て
「
目
の
な
い
に
も
程
が
あ
る
」「
お
母
さ
ん
が
あ
れ
で
は
駄
目
だ
」
の
致
命
的
な
評
価
を
つ
き
つ
け
る
。
牟
田
が
論
じ
た
よ

う
に
、「
家
」
に
対
し
て
も
「
公
」
に
対
し
て
も
、
す
で
に
失
い
か
け
た
面
目
を
保
つ
べ
く
、
首
長
た
る
母
が
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
自
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分
と
子
供
が
犠
牲
と
な
っ
て
「
公
」
と
「
家
」
の
「
規
範
」
を
遵
守
す
る
こ
と）

11
（

、
つ
ま
り
は
政
夫
ら
二
人
の
非
を
認
め
て
、
離
別
を
言
い
渡
す

処
置
で
あ
る
。

実
は
す
で
に
、
九
月
一
三
日
の
「
女
」
名
月
そ
の
も
の
が
、
翌
日
に
「
宵
祭
」
を
控
え
た
「
ム
ラ
」
全
体
の
祭
り
に
よ
っ
て
囲
繞
さ
れ
て
い

る
。
二
人
だ
け
の
特
権
的
な
「
綿
摘
み
」
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
宵
山
を
明
日
に
控
え
て
、
こ
の
日
中
に
「
野
の
仕
事
」
に
ケ
リ
を
つ
け
る

べ
く
、
兄
夫
婦
を
筆
頭
に
、
若
い
二
人
を
除
く
確
た
る
労
働
力
は
、
野
良
へ
全
出
動
さ
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

今
、
最
も
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
強
い
ら
れ
た
母
の
決
断
が
、
子
の
政
夫
で
は
な
く
、「
民
さ
ん
」
を
生
贄
に
捧
げ
る

選
択
を
選
び
取
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
二
人
の
離
別
は
、
政
夫
に
つ
い
て
は
中
学
進
学
を
半
月
早
め
る
と
い
う
単
純
で
合
理
的
な
変
更
を
以
て
、

や
が
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
一
人
残
さ
れ
た
「
民
さ
ん
」
へ
は
「
縁
談
」
し
か
選
択
の
道
が
残
さ
れ
ぬ
形
で
仕
組
ま
れ
る
。
す
で
に
伏
線

と
し
て
、
暗
に
我
が
子
可
愛
さ
を
示
す
「
吾
子
を
許
す
で
は
な
い
が
、
政
は
未
だ
児
供
だ
。
民
や
は
十
七
で
は
な
い
か
」
等
の
科
白
も
吐
か
れ

て
い
る
が
、
イ
エ
構
造
の
核
心
に
横
た
わ
る
母
子
関
係
の
情
緒
的
絆
の
深
さ
こ
そ
が
、
真
の
裏
切
り
手
で
あ
る
政
夫
を
免
罪
し
て
、「
民
さ
ん
」

の
側
を
切
り
捨
て
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
の
不
公
正
な
処
置
に
、
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
〈
性
〉
を
前
に
、
母
の
「
民
さ
ん
」
に
対
す
る
嫉
妬
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
十
分
に
読
み
取
れ
る
。
実
家
へ
帰
し
、
他
家
へ
嫁
が
せ
る
プ
ロ
セ
ス
に
あ
っ
て
、
嫂
が
一
貫
し
て
家
名
に
も
、「
民
さ
ん
」
の
体
に
も
「
疵
」

を
つ
け
か
ね
な
い
世
間
の
風
評
を
気
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
母
が
拘
る
の
は
、
一
向
に
許
諾
し
そ
う
も
な
い
「
民
さ
ん
」
の
「
剛
情
」
か

ら
忖
度
さ
れ
る
「
政
夫
の
処
へ
き
た
い
考
」
で
あ
り
、
つ
い
に
は
「
癇
癪
」
を
起
こ
し
て
、「
政
夫
と
夫
婦
に
す
る
こ
と
は
此
母
が
不
承
知
だ
か

ら
お
ま
え
は
外
へ
嫁
に
往
け
」
と
、
言
語
化
さ
れ
て
は
い
な
い
政
夫
と
の
結
婚
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
自
ら
言
挙
げ
し
て
、
徹
底
拒
否
を
申
し

渡
す
顛
末
へ
至
る
。

共
同
体
か
ら
も
母
か
ら
も
弾
き
出
さ
れ
た
こ
の
時
に
、
吐
か
れ
る
科
白
が
「
皆
様
の
よ
い
様
に
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
死
ぬ
が
本
望
」
の
今
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は
の
科
白
と
対
応
さ
せ
て
み
る
時
、
母
を
含
む
共
同
体
の
「
皆
様
」
の
意
向
、
つ
ま
り
縁
談
受
諾
に
添
え
ば
、「
民
さ
ん
」
に
は
生
き
場
所
は
喪

失
さ
れ
、
現
身
の
「
民
さ
ん
」
は
死
ん
で
身
を
消
去
す
る
―
―
母
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
自
分
の
身
を
諦
め
る
外
は
」
な
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

「
皆
様
の
よ
い
様
に
」
に
は
、
ム
ラ
共
同
体
か
ら
女
性
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ま
で
、
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
応
対
に
絶
望
し
て
も
、
な
お
残
り
得
る
最

後
の
救
済
の
拠
り
所
と
も
言
え
る
政
夫
の
母
と
の
「
真
の
親
―
吾
子
」
の
関
係
に
、
最
後
ま
で
縋
り
な
が
ら
振
り
払
わ
れ
た
女
の
無
限
の
慟
哭

が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
、「
民
さ
ん
」
の
死
に
慚
愧
の
念
に
堪
え
ず
号
泣
す
る
母
が
叫
ぶ
「
私
が
手
を
掛
け
て
殺
し
た
も
同
じ
」
と
、

あ
ま
り
に
も
見
事
に
応
答
し
合
い
、「
民
さ
ん
」
の
死
が
、
直
接
的
に
は
、
家
と
政
夫
を
庇
う
母
の
処
置
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
構
造
を
鮮
や

か
に
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。

二　

性
欲
の
文
学
化

そ
れ
で
は
、
政
夫
自
身
は
、
こ
の
「
女
た
ち
の
物
語
」
と
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
在
る
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
回
想
手
記
末
尾
の
女
た
ち
の
物
語
の
最
後
を
飾
る
〈
女
た
ち
の
号
泣
〉
は
、
政
夫
が
「
民
さ
ん
」
に
宛
て
て
記
し
た
一
通
の
手
紙
―

―
「
民
さ
ん
」
が
死
ん
で
な
お
、
左
手
に
、
政
夫
の
写
真
と
一
緒
に
し
っ
か
り
握
り
し
め
続
け
て
い
た
、
生
前
、
た
っ
た
一
度
、
手
渡
さ
れ
た

き
り
の
恋
文
の
文
脈
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

狂
気
の
よ
う
に
動
顚
し
た
母
を
初
め
、「
民
さ
ん
」
の
祖
母
や
母
親
、
女
た
ち
一
同
が
「
民
さ
ん
」
を
悼
ん
で
繰
り
返
し
つ
ぶ
や
く
の
は
「
本

人
同
士
が
得
心
で
あ
ら
ば
」「
そ
れ
ほ
ど
に
思
ひ
合
つ
て
る
仲
（
と
は
知
ら
ず
）」
等
々
―
―
生
前
の
「
民
さ
ん
」
が
決
し
て
口
に
す
る
こ
と
な

く
抱
き
か
か
え
て
逝
っ
た
政
夫
へ
の
至
上
の
愛
と
誠
実
を
め
ぐ
る
思
い
を
汲
ん
で
の
慨
嘆
で
あ
る
。「
民
さ
ん
」
の
父
は
こ
れ
を
総
括
し
て
、「
命
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に
替
ら
れ
な
い
思
」
で
あ
り
、「
道
理
で
」「
抑
へ
る
は
無
理
な
」「
死
は
全
く
そ
れ
故
」
と
し
か
思
え
ぬ
よ
う
な
烈
し
い
「
感
情
」
で
あ
っ
た
ろ

う
、
と
述
懐
す
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
〈
現
実
を
凌
駕
す
る
苛
烈
な
赤
心
〉
こ
そ
、
実
は
政
夫
か
ら
の
一
度
き
り
の
手
紙
に
底
流
す
る
思
想
の
型
と
微
妙
に
呼
応

し
た
も
の
で
あ
る
。

外
へ
出
る
気
に
も
な
ら
ず
、
本
を
読
む
気
に
も
な
ら
ず
、
只
繰
り
返
し
繰
り
返
し
民
さ
ん
の
事
許
思
つ
て
居
る
。
民
さ
ん
と
一
所
に
居
れ

ば
神
様
に
抱
か
れ
て
雲
に
で
も
乗
つ
て
居
る
様
だ
。
僕
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
な
つ
た
ん
だ
ら
う
。
学
問
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
身
だ
か
ら
、

学
校
へ
は
行
く
け
れ
ど
、
心
で
は
民
さ
ん
と
離
れ
た
く
な
い
。
民
さ
ん
は
自
分
の
年
の
多
い
の
を
気
に
し
て
ゐ
る
ら
し
い
が
、
僕
は
そ
ん

な
こ
と
は
何
と
も
思
は
な
い
。
僕
は
民
さ
ん
の
思
ふ
と
ほ
り
に
な
る
つ
も
り
で
す
か
ら
、
民
さ
ん
も
さ
う
思
つ
て
ゐ
て
下
さ
い
。

	

（
傍
線
引
用
者
）　

繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
、
反
芻
さ
れ
る
想
念
の
中
で
は
、〈
思
う
こ
と
〉
は
し
だ
い
に
昇
華
さ
れ
、
現
実
か
ら
解
き
放
た
れ
て
自
由
を
得
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
世
界
を
断
念
し
た
心
が
、
現
実
と
遮
断
さ
れ
た
そ
の
非
現
実
性
に
お
い
て
の
み
、
現
実
に

対
し
て
優
位
に
立
ち
得
る
と
い
う
〈
転
倒
〉
の
作
用
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。「
僕
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
な
つ
た
ん
だ
ら
う
」
と
、
み
ず
か
ら

訝
し
が
っ
て
み
せ
る
よ
う
に
、「
民
さ
ん
と
一
所
に
居
れ
ば
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
、
現
実
世
界
と
は
全
く
別
次
元
の
空
想
内
に
お
け

る
逢
瀬
を
し
か
意
味
し
て
い
な
い
の
は
、「
神
様
に
抱
か
れ
て
雲
に
で
も
乗
つ
て
居
る
様
」
な
幸
福
感
が
幻
想
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
僕
は
民
さ
ん
の
思
ふ
と
ほ
り
に
な
る
」
と
い
う
の
も
、
現
実
と
は
切
断
さ
れ
た
自
己
完
結
的
な
〈
思
い
〉
の
中

で
の
状
態
を
し
か
指
し
示
し
て
は
い
な
い
。
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手
紙
の
語
る
〈
心
〉
の
世
界
は
、
こ
う
し
て
、
確
か
に
不
本
意
な
現
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
け
っ
し
て
現
実
世
界
に

対
立
、
反
逆
す
る
も
の
と
し
て
は
説
明
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
現
実
と
対
抗
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
現
実
と
の
葛
藤
を
引
き
起
こ
さ
ぬ
よ
う
、

そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
こ
そ
、
全
く
現
実
と
は
別
世
界
の
想
念
の
世
界
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
空
想
の
領
分
へ
帰
属
す
る
よ
う
に
綿
密
に
仕
組

ま
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
「
民
さ
ん
」
は
、
こ
の
手
紙
の
趣
意
、
と
り
わ
け
暗
示
さ
れ
て
い
る
互

い
に
「
思
ふ
と
ほ
り
に
な
る
」
こ
と
の
意
味
内
容
を
、
そ
の
よ
う
な
空
想
世
界
の
出
来
事
と
し
て
は
読
ん
で
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
不
本
意

な
結
婚
を
強
い
ら
れ
、
す
ぐ
に
身
ご
も
っ
た
な
り
、
胎
児
は
流
産
で
流
れ
、
そ
の
ま
ま
実
家
で
息
絶
え
た
「
民
さ
ん
」
は
、
ま
さ
に
嫁
い
だ
肉

体
を
、
政
夫
の
心
に
添
わ
せ
て
逝
っ
た
の
で
あ
る
。
死
体
と
化
し
て
、
な
お
写
真
と
一
緒
に
手
紙
を
握
り
し
め
て
い
た
と
い
う
「
民
さ
ん
」
の

中
で
、
手
紙
の
趣
意
は
現
実
の
言
葉
と
し
て
把
握
さ
れ
、
遂
に
、
心
は
、
心
と
食
い
違
っ
て
、
ま
ま
な
ら
ぬ
現
実
の
肉
体
を
扼
殺
し
て
し
ま
う
。

こ
こ
に
は
詐
術
が
働
い
て
い
る
。
現
実
を
切
断
し
た
観
念
の
世
界
に
お
け
る
転
倒
的
な
心
の
在
り
方
と
、
現
実
と
葛
藤
し
、
最
期
に
は
肉
体

を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
烈
し
い
心
の
在
り
方
と
―
―
政
夫
と
「
民
さ
ん
」
が
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
〈
心
〉
の
在
り
様
は
、
実
は
逆
立
的
で

さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
号
泣
す
る
女
た
ち
の
間
で
、「
民
さ
ん
」
の
烈
し
い
感
情
が
口
々
に
回
顧
さ
れ
、
顕
彰
さ
れ
、〈
心
の
勝
利
〉
と
い
う
物
語

が
発
生
す
る
に
及
ぶ
時
、
現
実
を
代
償
に
し
た
「
民
さ
ん
」
の
思
い
の
烈
し
さ
は
、
現
実
を
切
断
し
た
観
念
の
中
に
発
生
す
る
政
夫
の
転
倒
的

な
心
の
勝
利
の
物
語
と
、
奇
妙
に
混
淆
さ
れ
て
ゆ
く
。
ま
し
て
や
、
政
夫
が
、
強
い
ら
れ
て
嫁
い
だ
「
民
さ
ん
」
が
「
気
の
強
い
人
な
ら
屹
度

自
殺
を
し
た
の
だ
け
れ
ど
」
と
空
想
し
、
祖
母
が
「
ね
ィ
民
子
は
あ
な
た
に
は
そ
む
い
て
は
居
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
不
憫
と
思
ふ
て
や
つ
て
下
さ

い
」
と
断
言
す
る
時
、
二
人
の
語
り
の
中
で
は
、「
民
さ
ん
」
の
現
実
と
の
苛
酷
な
戦
い
を
よ
そ
に
、
誇
ら
し
げ
に
そ
の
観
念
の
中
で
の
勝
利
が

語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。
祖
母
が
、
政
夫
の
手
紙
を
前
に
、
二
人
の
間
に
肉
体
的
な
交
わ
り
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に

し
な
が
ら
「
そ
れ
ほ
ど
深
い
間
で
あ
つ
た
と
は
」
と
嘆
息
し
、
性
的
欲
望
と
は
全
く
切
り
離
さ
れ
た
男
女
の
思
慕
に
「
之
れ
ほ
ど
の
語
ら
ひ
」
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を
実
感
的
に
見
出
す
時
、
あ
た
か
も
祖
母
自
身
が
、
政
夫
の
〈
語
り
〉
の
ペ
ー
ス
に
乗
せ
ら
れ
て
、
現
実
と
は
遮
断
さ
れ
た
観
念
の
世
界
を
生

き
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
逆
立
し
た
二
つ
の
〈
心
〉
の
ス
リ
カ
エ
が
無
意
識
の
内
に
容
易
に
成
り
立
っ
て
し
ま
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
残
さ
れ
た

者
た
ち
の
中
に
、
死
者
を
め
ぐ
る
浄
化
の
願
望
が
強
烈
に
働
く
か
ら
だ
ろ
う
。
観
念
の
中
の
〈
心
〉
の
勝
利
を
物
語
り
合
う
こ
と
で
、「
民
さ
ん
」

の
非
業
の
死
は
浄
化
さ
れ
、
そ
れ
以
上
に
、
政
夫
へ
の
思
慕
を
縊
り
殺
し
て
「
民
さ
ん
」
を
死
へ
至
ら
し
め
た
自
分
た
ち
の
罪
悪
感
は
昇
華
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
女
た
ち
は
号
泣
し
な
が
ら
、
政
夫
の
転
倒
的
な
観
念
の
世
界
へ
招
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
斎
藤
茂
吉
が
評
し
た
よ

う
に
、「
全
力
的
な
涙
の
記
録
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
人
目
を
は
ば
か
ら
ぬ
も
の
は
世
に
尠
い）

1（
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」
―
―
政
夫
の
観
念
の
〈
語
り
〉
こ
そ
が
〈
女
た
ち

の
物
語
〉
を
支
え
る
力
学
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
癒
し
の
効
用
は
、
最
後
に
、「
民
さ
ん
」
の
死
に
罪
障
感
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う

な
母
へ
転
用
さ
れ
て
、
政
夫
は
母
を
慰
め
る
言
葉
を
「
お
母
さ
ん
と
て
精
神
は
只
民
子
の
為
め
政
夫
の
為
め
と
一
筋
に
思
つ
て
く
れ
た
事
」
で

あ
る
故
に
、「
お
母
さ
ん
の
精
神
は
ど
こ
ま
で
も
情
心
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
締
め
括
っ
て
、
観
念
に
お
け
る
現
実
の
浄
化
を
以
て
、
母
を
免
罪
す

る
。
処
罰
と
し
て
の
離
別
に
お
い
て
、
実
質
、「
民
さ
ん
」
に
重
く
、
政
夫
に
軽
く
振
舞
っ
た
母
親
は
、
同
じ
く
、「
民
さ
ん
」
の
死
に
対
す
る
母

の
責
任
を
希
薄
化
し
よ
う
と
す
る
政
夫
の
工
夫
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。『
野
菊
の
墓
』
は
、
こ
う
し
て
常
に
母
子
の
深
い
絆
の
物
語
を
底
流
さ
せ
、

ま
た
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
転
倒
的
な
観
念
世
界
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
指
摘
し
た
い
の
は
、『
野
菊
の
墓
』

が
描
き
出
す
抑
圧
的
な
現
実
と
観
念
世
界
の
拮
抗
関
係
が
、
近
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
っ
て
構
造
化
し
た
〈
公
私
二
元
論）

13
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〉

の
二
つ
の
領
域
の
峻
別
と
、
構
造
的
に
合
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
近
代
社
会
は
、
そ
の
男
性
中
心
主
義
の
下
に
、
自
ら
と
は
異
な
る
〈
他
者
と
し
て
の
女
性
〉
を
発
見
し
、
発
見
す
る
こ
と

で
抑
圧
し
た
。〈
ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
私
二
元
論
〉
と
は
、
そ
の
抑
圧
の
構
造
に
つ
い
て
、
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
み
ず
か
ら
を
社
会
的
な
公
領
域
に
配
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当
す
る
と
同
時
に
、
性
的
他
者
と
し
て
の
女
性
に
つ
い
て
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
か
ら
分
断
さ
れ
た
〈
感
情
を
め
ぐ
る
私
的
領
域
〉
へ
配
当
し
、

も
っ
ぱ
ら
、
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
愛
と
ケ
ア
を
以
て
癒
す
領
域
と
し
て
規
定
し
て
き
た
経
緯
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
近
代
社
会
は
、
女
性
か
ら

社
会
権
を
奪
い
、
男
性
に
従
属
的
な
感
情
領
域
へ
封
じ
込
め
る
。

政
夫
が
み
ず
か
ら
「
貪
（
る
）」
と
称
す
る
「
夢
幻
的
」
な
「
興
味
」
―
―
〈
苦
悩
す
る
快
楽
〉
を
展
開
す
る
観
念
世
界
と
は
、
ま
さ
し
く

ジ
ェ
ン
ダ
ー
公
私
二
元
論
の
指
し
示
す
〈
私
領
域
〉
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
無
辜
の
嫌
疑
と
は
い
え
、「
罪
あ
る
者
」
と
見
定
め
ら

れ
て
、
そ
の
「
科
」
を
背
負
わ
さ
れ
た
半
月
も
早
い
中
学
校
入
学
と
離
郷
が
処
罰
と
し
て
執
行
済
み
で
あ
る
以
上
、
政
夫
の
「
民
さ
ん
」
を
め

ぐ
る
想
念
は
、
公
的
世
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
私
的
領
域
へ
解
き
放
た
れ
る
し
か
な
い
。

妻
帯
者
で
あ
る
兄
、
実
質
的
な
イ
エ
の
運
営
者
で
あ
る
母
の
下
に
、
公
的
世
界
へ
の
確
た
る
発
言
を
許
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
中
学
生
の
政
夫

は
、
ま
さ
に
、
嫁
い
で
夫
の
感
情
生
活
を
満
た
す
良
妻
賢
母
た
る
べ
く
私
的
領
域
へ
封
じ
込
め
ら
れ
た
女
た
ち
と
、
社
会
シ
ス
テ
ム
上
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
小
説
冒
頭
の
政
夫
が
、「
民
さ
ん
」
の
誘
惑
の
言
説
に
導
か
れ
て
、
女
た
ち
の
世
界
へ
紛
れ

込
み
、
そ
こ
の
談
話
や
空
気
に
つ
い
て
、「
～
ら
し
い
」「
～
の
由
」
の
よ
う
な
伝
聞
推
量
体
を
以
て
叙
述
し
、
そ
の
世
界
を
触
知
す
る
、
い
わ
ば

女
の
世
界
に
寄
り
添
う
少
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
母
が
若
い
二
人
に
応
対
す
る
に
あ
た
っ

て
、
共
同
体
の
論
理
と
は
微
妙
に
、
し
か
し
決
定
的
に
ズ
レ
た
基
準
と
し
て
持
ち
出
し
た
〈
親
子
の
情
〉
と
そ
の
早
計
な
実
現
が
、
早
く
も
女

性
共
同
体
と
の
ズ
レ
を
以
て
現
実
か
ら
の
し
た
た
か
な
報
復
を
被
り
、
封
殺
さ
れ
て
い
っ
た
事
情
と
も
呼
応
し
あ
う
も
の
だ
ろ
う
。
私
領
域
の

抑
圧
性
と
、
に
も
拘
わ
ら
ぬ
そ
こ
へ
の
帰
属
、
結
果
と
し
て
の
感
情
の
暴
発
は
、『
野
菊
の
墓
』
の
隠
れ
た
主
題
で
あ
る
と
評
し
て
も
過
言
で
は

な
い
。

但
し
、
女
た
ち
の
世
界
と
政
夫
の
観
念
世
界
の
最
大
の
相
違
は
、
観
念
を
生
き
る
政
夫
は
、
ま
た
同
時
に
紛
う
こ
と
な
き
公
的
領
域
の
住
人

た
る
半
身
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
夫
の
現
身
は
、
観
念
世
界
と
切
断
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
十
全
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に
生
き
得
る
の
に
対
し
て
、
私
領
域
よ
り
他
に
生
息
の
場
を
持
た
な
い
女
た
ち
は
、
そ
こ
に
封
殺
さ
れ
た
ま
ま
呻
吟
し
続
け
る
し
か
な
い
。
こ

の
時
、〈
身
に
背
く
心
〉
を
持
つ
も
の
は
、
不
本
意
な
身
の
世
界
に
騙
し
騙
し
心
を
飼
い
馴
ら
す
こ
と
に
甘
ん
じ
な
い
以
上
は
、
死
ん
で
肉
体
を

抑
圧
の
私
領
域
か
ら
剥
離
さ
せ
る
し
か
な
い
。「
民
さ
ん
」
の
生
き
死
に
が
描
く
軌
跡
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

『
野
菊
の
墓
』
の
斬
新
さ
は
、
こ
の
観
念
の
台
座
の
核
心
に
、
的
確
に
性
的
欲
望
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
埋
め
込
ん
だ
点
に
あ
る
。
観
念
の
私
性
を

守
る
に
は
、〈
秘
匿
さ
れ
る
恥
部
〉
と
し
て
秘
儀
性
さ
え
帯
び
る
〈
性
（
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）〉
こ
そ
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
綿
摘
み
」
の
場
面
で
、
性
的
欲
望
が
最
も
高
ま
っ
た
瞬
間
に
、
現
実
化
す
る
一
歩
手
前
で
規
制
を
か
け
ら
れ
る
展

開
は
、「
吉
野
紙
」
の
暗
喩
を
用
い
て
印
象
的
に
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
性
的
欲
望
の
在
り
方
は
、
政
夫
が
恋
を
覚
え
た
そ
の

初
め
か
ら
、
一
種
の
構
造
と
し
て
明
確
に
選
択
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
恋
の
始
ま
り
は
、「
綿
摘
み
」
に
先
立
っ
て
、
母
の
心
遣
い
か
ら
、
初

め
て
戸
外
で
二
人
き
り
の
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
「
茄
子
畑
」
の
場
面
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、「
此
日
始
め
て
民
子
を
女
と
し
て
思
つ
た
の

が
、
僕
に
邪
念
の
萌
芽
あ
り
し
何
よ
り
の
証
拠
」
と
紹
介
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
な
「
民
さ
ん
」
の
姿
態
を
め
ぐ
る
感
覚
的
な
描
写
へ
続
く
。

民
子
が
体
を
く
の
字
に
か
ゞ
め
て
、
茄
子
を
も
ぎ
つ
ゝ
あ
る
其
横
顔
を
見
て
、
今
更
の
や
う
に
民
子
の
美
し
く
可
愛
ら
し
さ
に
気
が
つ

い
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
可
愛
ら
し
い
と
思
は
ぬ
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
今
日
は
し
み
〴
〵
と
其
美
し
さ
が
身
に
し
み
た
。
し
な
や
か
に
光

沢
の
あ
る
鬢
の
毛
に
つ
ゝ
ま
れ
た
耳
た
ぼ
、
豊
か
な
頬
の
白
く
鮮
か
な
、
顎
の
く
ゝ
し
め
の
愛
ら
し
さ
、
頸
の
あ
た
り
如
何
に
も
清
げ
な

る
、
藤
色
の
半
襟
や
花
染
の
襷
や
、
そ
れ
ら
が
悉
く
優
美
に
眼
に
と
ま
つ
た
。

そ
し
て
、
作
中
、
最
初
で
最
後
と
な
る
こ
の
よ
う
な
性
的
欲
望
の
控
え
目
な
吐
露
は
、
実
は
〈
一
幅
の
画
〉
と
い
う
枷
を
嵌
め
ら
れ
る
こ
と

で
、
初
め
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
直
前
に
、
以
下
の
よ
う
な
〈
絵
の
よ
う
な
風
景
〉
が
〈
地
〉
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

1（
（

。
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茄
子
畑
と
い
ふ
は
、
椎
森
の
下
か
ら
一
重
の
藪
を
通
り
抜
け
て
、
家
よ
り
西
北
に
当
る
裏
の
千
菜
畑
。
崖
の
上
に
な
つ
て
る
の
で
、
利

根
川
は
勿
論
中
川
ま
で
も
か
す
か
に
見
え
、
武
蔵
一
ゑ
ん
が
見
渡
さ
れ
る
。
秩
父
か
ら
足
柄
箱
根
の
山
々
、
富
士
の
高
峯
も
見
え
る
。
東

京
の
上
野
の
森
だ
と
云
ふ
の
も
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
。
水
の
や
う
に
澄
み
き
つ
た
秋
の
空
、
日
は
一
間
半
許
の
辺
に
傾
い
て
、
僕
等
二
人

が
立
つ
て
居
る
茄
子
畑
を
正
面
に
照
り
返
し
て
居
る
。
あ
た
り
一
体
に
シ
ン
と
し
て
又
如
何
に
も
ハ
ツ
キ
リ
と
し
た
景
色
、
吾
等
二
人
は

真
に
画
中
の
人
で
あ
る
。	

（
傍
線
引
用
者
）　

「
民
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
政
夫
の
性
的
欲
望
は
、
二
人
が
と
も
に
夕
暮
れ
を
過
ご
し
た
茄
子
畑
か
ら
江
戸
川
一
帯
を
見
晴
る
か
す
美
し
い
夕
暮
れ

の
風
景
の
中
に
、
初
め
て
息
づ
い
て
い
る
。
若
々
し
い
耳
た
ぶ
か
ら
白
い
額
ま
で
―
―
山
々
を
背
景
に
、
余
り
に
美
し
く
映
し
出
さ
れ
る
「
民

さ
ん
」
の
シ
ル
エ
ッ
ト
に
、
性
的
欲
望
は
「
邪
念
」
と
称
さ
れ
て
、
そ
れ
以
上
の
現
実
性
を
意
識
的
に
忌
避
さ
れ
る
。
描
写
さ
れ
る
美
し
い
風

景
は
、
生
理
的
欲
望
か
ら
遮
断
さ
れ
、
昇
華
さ
れ
た
心
象
風
景
で
あ
る
。
こ
こ
に
詠
嘆
さ
れ
る
「
真
に
二
人
は
画
中
の
人
」
の
一
語
は
、
ま
さ

に
現
実
と
は
区
切
ら
れ
た
完
璧
な
観
念
世
界
の
成
立
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。〈
一
枚
の
画
〉
は
、
未
発
の
性
的
欲
望
を
未
然
の
状
態

の
ま
ま
宙
吊
り
に
し
て
苦
悩
し
な
が
ら
快
楽
す
る
語
り
手
の
心
象
風
景
の
投
影
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
真
に
「
宇
宙
間
に
只
二
人
き
り
」
―
―
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
「
綿
摘
み
」
の
光
景
は
、
実
に
こ
こ
に
依
拠
し
て
展
開
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
来
月
は
学
校
」「
二
人
の
中
も

今
日
だ
け
か
知
ら
」
と
い
う
〈
現
実
〉
に
対
す
る
厳
し
い
認
識
は
確
乎
と
し
て
紛
れ
込
ん
で
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
限
ら
れ
た
こ
の
一
日
を
「
極

楽
」
に
す
る
べ
く
、「
綿
摘
み
」
の
行
楽
は
、
銀
杏
の
大
木
か
ら
始
ま
っ
て
、
花
づ
く
し
、
虫
づ
く
し
を
展
開
し
、
あ
た
か
も
二
人
を
現
実
か
ら

切
り
離
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
草
花
や
虫
の
声
の
額
縁
を
次
々
に
用
意
し
て
、
二
人
の
姿
を
そ
の
中
に
塗
り
籠
め
て
ゆ
く
。

し
た
が
っ
て
、
中
学
校
へ
の
出
立
以
降
、「
民
さ
ん
」
と
永
遠
に
引
き
離
さ
れ
て
か
ら
の
政
夫
に
は
、
も
は
や
生
身
の
「
民
さ
ん
」
は
不
要
で

さ
え
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
現
実
の
足
場
を
失
っ
た
空
想
は
、
独
善
的
に
飛
翔
し
始
め
る
。
現
実
へ
の
絶
望
の
深
さ
は
、
む
し
ろ
悲
壮
感
の
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高
揚
へ
と
反
動
化
し
て
、
い
っ
そ
う
空
想
の
羽
を
は
ば
た
か
せ
、
高
揚
さ
せ
る
。「
民
さ
ん
」
の
結
婚
の
報
も
、
互
い
が
互
い
を
「
思
ふ
心
」
に

「
寸
分
の
変
り
」
の
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
、
と
、
確
信
さ
れ
れ
ば
、
一
向
に
動
揺
を
被
ら
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
可
愛
相
な
民
さ
ん
と
い
ふ
観

念
ば
か
り
」
が
高
ま
っ
て
「
独
り
慰
ん
」
だ
と
言
う
。
現
実
と
空
想
の
完
全
な
転
倒
で
あ
り
、
こ
の
時
、
空
想
は
観
念
と
化
す
。「
さ
ん
ざ
ん
涙

を
出
せ
ば
」「
跡
は
気
分
が
よ
く
」、「
却
て
学
課
の
成
績
も
悪
く
な
い
」。
茄
子
畑
の
事
、
綿
畑
の
事
、
一
三
日
の
晩
の
淋
し
い
風
―
―
政
夫
は

〈
画
中
の
二
人
〉
を
「
繰
り
返
し
繰
り
返
し
」
反
芻
し
、
言
わ
ば
、
観
念
の
中
で
抱
き
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
後
の
月
」
の
女
た
ち
の
物
語
は
、
新
暦
の
支
配
す
る
明
治
の
現
実
を
「
余
儀
な
き
結
婚
を
し
て
長
ら
へ
（
る
）」
政
夫
の
観
念
の
世
界
の
中

で
所
有
さ
れ
続
け
る
。
一
言
だ
に
発
す
る
余
地
な
く
、
一
方
的
に
女
が
死
へ
追
い
や
ら
れ
て
ゆ
く
物
語
に
あ
っ
て
、
一
つ
、
感
動
的
な
点
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不
本
意
な
現
実
を
〈
画
や
歌
〉
へ
昇
華
さ
せ
る
術
―
―
す
な
わ
ち
〈
虚
構
〉
が
〈
現
実
〉
に
対
し
て
発
揮
す
る
〈
癒

し
の
力
〉
が
、
他
な
ら
ぬ
「
民
さ
ん
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
政
夫
へ
授
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
綿
摘
み
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、

気
持
ち
の
高
揚
と
は
裏
腹
に
、
別
れ
の
近
い
こ
と
を
、
政
夫
以
上
に
深
く
認
識
す
る
「
民
さ
ん
」
は
言
っ
た
の
だ
っ
た
。

「
何
と
い
ふ
え
い
景
色
で
せ
う
。（
中
略
）
私
ら
様
な
無
筆
で
も
こ
ん
な
時
に
は
心
配
も
何
も
忘
れ
ま
す
も
の
。
政
夫
さ
ん
、
あ
な
た
歌
を

お
や
ん
な
さ
い
よ
」。

社
会
の
現
実
と
愛
す
る
男
に
よ
っ
て
二
重
に
封
殺
さ
れ
た
女
の
〈
声
な
き
声
〉
は
、〈
身
に
背
く
心
〉
の
力
、
す
な
わ
ち
酷
薄
な
現
実
を
癒
す

〈
文
学
〉
の
発
生
す
る
地
点
を
、
実
に
正
確
に
解
き
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
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三　
〈
草
花
文
様
〉
と
〈
崇
高
〉
の
衰
微

松
戸
か
ら
市
川
へ
、「
民
さ
ん
」
の
墓
を
訪
れ
た
政
夫
の
前
に
は
、
菊
の
繁
茂
す
る
風
景
が
展
開
す
る
。
淡
い
恋
心
を
言
い
交
わ
し
た
「
綿
摘

み
」
の
場
面
で
、「
よ
ろ
〳
〵
と
」
咲
く
風
情
を
描
写
さ
れ
て
い
た
〈
野
菊
〉
は
、
強
い
ら
れ
て
嫁
ぐ
「
可
愛
相
な
民
さ
ん
」
の
や
つ
れ
、
弱
っ

て
ゆ
く
身
体
を
イ
メ
ー
ジ
的
に
先
取
り
し
、
そ
し
て
政
夫
の
転
倒
的
な
観
念
の
中
で
は
、
奪
わ
れ
た
「
民
さ
ん
」
の
身
体
が
損
な
わ
れ
れ
ば
損

な
わ
れ
る
ほ
ど
、
肉
体
に
背
い
て
政
夫
を
思
う
民
さ
ん
の
全
き
愛
を
保
障
し
て
、
政
夫
を
酔
い
し
れ
さ
せ
る
表
象
と
化
し
て
い
た
。
今
、
そ
の

肉
体
が
死
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
、
貫
き
通
し
た
〈
純
愛
〉
を
誇
る
か
の
よ
う
に
、
野
菊
は
「
茎
立
つ
て
青
々
と
」
繁
茂
す
る
。
恋
を
誓
い
合
っ

た
日
に
「
野
菊
の
生
れ
返
り
」
の
よ
う
に
初
々
し
か
っ
た
「
民
さ
ん
」
は
、
政
夫
の
〈
語
り
〉
の
中
で
、
今
、
死
ん
で
野
菊
に
生
ま
れ
変
わ
っ

て
政
夫
を
出
迎
え
る
の
で
あ
る
。

「
民
さ
ん
」
の
生
家
と
墓
の
あ
る
「
市
川
」
は
、
お
の
ず
か
ら
「
真
間
の
手
児
奈
」
の
伝
説
を
想
起
さ
せ
る
。
手
児
奈
は
二
人
の
男
に
求
め
ら

れ
な
が
ら
処
女
の
ま
ま
に
逝
っ
た
娘
で
あ
る
。
羽
矢
み
ず
き
が
指
摘
す
る
よ
う
に）

15
（

、
結
婚
、
妊
娠
と
い
う
、
政
夫
へ
の
恋
か
ら
す
れ
ば
禁
忌
で

あ
る
は
ず
の
生
々
し
い
女
の
現
実
を
強
い
ら
れ
、
破
綻
し
た
「
民
さ
ん
」
の
死
は
、
処
女
の
ま
ま
で
死
ん
だ
手
児
奈
の
死
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ

と
で
〈
浄
化
〉
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
は
、
前
半
、
松
戸
の
政
夫
の
家
で
生
起
し
た
純
愛
物
語
の
結
末
―
―
二
人
の
今
生
の
別
れ
の
場
を

「
矢
切
の
渡
」
に
設
定
し
た
点
に
、
最
も
よ
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
日
の
〈
よ
ろ
ぼ
う
菊
〉
さ
な
が
ら
の
小
雨
の
中
の

「
や
つ
れ
て
」「
い
た
〳
〵
し
」
い
「
民
さ
ん
」
の
姿
態
は
、
そ
の
後
も
反
芻
さ
れ
て
政
夫
の
胸
中
に
焼
き
つ
く
の
だ
が
、
修
辞
上
、
こ
の
時
、

「
民
さ
ん
」
は
江
戸
川
を
下
る
政
夫
の
船
に
寄
り
添
う
よ
う
に
流
れ
流
れ
て
、
手
児
奈
の
墓
へ
抱
き
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
中
の
手
児
奈
を
め
る
ぐ
歌
群
に
は
、
左
の
よ
う
に
、〈
水
辺
の
手
児
奈
〉
を
捉
え
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
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勝
鹿
の
真
間
の
入
江
に
う
ち
な
び
く
玉
藻
刈
り
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゆ

　
　（
巻
第
三
・
四
三
三
）

勝
鹿
の
真
間
の
井
見
れ
ば
立
ち
平
し
水
汲
ま
し
け
む
手
児
名
し
思
ほ
ゆ

　（
巻
第
九
・
一
八
〇
八
）

中
で
も
、
右
に
掲
げ
た
巻
九
の
有
名
な
高
橋
虫
麻
呂
の
反
歌
に
対
応
す
る
一
八
〇
七
番
の
長
歌
に
は
「
波
の
音
の 

さ
わ
く
湊
の 

奥
つ
城
に
」

と
、
そ
の
墓
に
波
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る）

1（
（

。

実
は
、
近
親
者
の
証
言
に
拠
る
な
ら
ば
、
左
千
夫
の
実
話
に
基
づ
く
自
伝
的
小
説
『
野
菊
の
墓
』
の
中
で
、「
矢
切
の
渡
」
の
場
面
設
定
こ
そ

が
最
大
の
虚
構
で
あ
る
と
い
う）

17
（

。
証
言
に
よ
る
な
ら
ば
、
当
人
の
郷
里
、
成
東
か
ら
は
全
く
離
れ
た
「
矢
切
の
渡
」
は
、
実
体
験
と
し
て
も
、

物
語
の
脈
絡
上
も
、
ま
っ
た
く
由
来
を
欠
く
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
風
景
へ
の
感
動
か
ら
、
左
千
夫
が
長
く
小
説
の
舞
台
と
し
て
構
想
し
続
け

て
き
た
も
の
だ
と
い
う
。
野
菊
に
取
り
巻
か
れ
た
「
民
さ
ん
」
は
、
古
歌
の
中
へ
埋
葬
さ
れ
て
永
遠
に
息
づ
き
続
け
る
。

性
愛
を
草
花
文
様
の
隠
喩
へ
封
印
し
て
癒
し
と
す
る
機
能
を
、「
植
物
的
な
も
の
」
と
命
名
し
て
論
じ
た
の
は
杉
本
秀
太
郎）

18
（

で
あ
る
が
、
杉
本

も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
〈
性
の
文
様
化
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
左
千
夫
と
対
峙
を
き
わ
め
る
の
が
、『
そ
れ
か
ら
』（
明
治
四
二
年
）
の
夏
目

漱
石
で
あ
る
。〈
白
百
合
〉
に
純
愛
の
暗
喩
を
求
め
る
『
そ
れ
か
ら
』
は
、
そ
の
芳
香
に
、
い
っ
た
ん
は
「
身
を
後
の
方
へ
反
ら
し
」（
第
十
章
）

な
が
ら
、
改
め
て
「
唇
が
弁
に
着
く
程
近
く
寄
つ
て
、
強
い
香
を
眼
の
眩
ふ
ま
で
嗅
」
ぎ
、
そ
の
「
強
い
香
の
中
に
、
残
り
な
く
自
己
を
放
擲
」

（
第
十
四
章
）
し
よ
う
と
す
る
長
井
代
助
の
姦
通
の
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
白
百
合
」
は
、
確
か
に
杉
本
も
述
べ
る
よ
う
に
、
性
を
封
印
し

て
癒
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
触
れ
て
は
な
ら
ぬ
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
超
越
的
価
値
へ
昇
華
さ
れ
る
こ
と
で
、
誘
惑
し
な
が
ら
禁
じ
る
甘
美
な

苦
悩
の
表
象
と
し
て
宙
に
吊
る
さ
れ
続
け
る
の
だ
が
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
、
一
人
の
男
が
〈
眩
暈
〉
と
〈
失
神
〉
の
中
に
、

〈
平
生
の
自
分
〉
を
失
っ
て
、
新
た
に
男
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ゆ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
物
語
を
確
実
に
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は

銘
記
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う）

19
（

。「
赤
い
旋
風
」
に
巻
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、「
木
の
葉
の
如
く
」「
く
る
り
く
る
り
と
」「
回
転
」
し
続
け
る
終
章
の
代
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助
は
、〈
速
度
〉
が
支
配
す
る
近
代
文
明
社
会
の
真
っ
只
中
に
降
り
立
っ
て
い
る）

（（
（

。

性
的
欲
望
を
核
心
に
据
え
て
成
熟
を
き
わ
め
て
ゆ
く
日
本
近
代
文
学
の
系
譜
に
あ
っ
て
、
性
的
他
者
を
め
ぐ
る
崇
高
な
自
己
超
越
の
テ
ー
マ

を
、
自
己
破
綻
を
賭
け
て
追
究
す
る
漱
石
の
新
し
さ
と
、
性
を
植
物
の
暗
喩
へ
封
印
す
る
左
千
夫
の
伝
統
性
と
は
、
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
持
ち
な
が
ら
、
全
き
同
時
代
文
学
を
形
成
し
て
い
る
。『
野
菊
の
墓
』
を
「
名
品
で
す
。
自
然
で
、
淡
泊
で
、
可
哀
想
で
、
美
し
く
て
、
野
趣

が
あ
つ
て
結
構
で
す）

（1
（

」
と
嘆
賞
し
た
漱
石
は
、
森
田
草
平
が
寄
せ
た
批
判
的
な
評
に
対
し
て
、〈
崇
高
で
は
な
く
可
憐
〉
で
あ
る
こ
と
を
以
て
、

本
作
を
弁
護
し
た
。

野
菊
に
取
る
べ
き
所
は
真
率
の
態
度
を
以
て
作
者
が
事
件
を
徹
頭
徹
尾
描
き
出
し
て
居
る
点
で
あ
る
（
中
略
）
女
が
死
ん
で
か
ら
の
一
段

は
あ
れ
で
い
ゝ
実
際
で
す
。（
中
略
）
君
の
云
ふ
様
に
す
れ
ば
死
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
吾
人
の
態
度
が
違
つ
て
あ
ら
は
れ
て
く
る
許
り
で

あ
る
。
死
に
崇
高
の
感
を
持
た
せ
や
う
と
す
る
と
き
は
、
其
方
を
用
ゐ
る
が
よ
い
と
思
ふ
が
、
死
に
可
憐
の
情
を
持
た
せ
る
の
は
、
あ
れ

で
な
く
て
は
い
か
ぬ
。	

（
傍
線
引
用
者
）（
明
治
三
九
年
一
月
七
日
、
森
田
草
平
宛
書
簡
）　

注（
１
）		

釈
迢
空
「
左
千
夫
の
小
説
」（『
ア
ラ
ラ
ギ
』
第
一
二
号
、
大
正
八
年
七
月
。『
折
口
信
夫
全
集 

第
廿
七
巻
』
よ
り
引
用
）
に
よ
る
。
同
時
代
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
、『
野
菊
の
墓
』
を
純
愛
小
説
と
し
て
享
受
す
る
方
向
は
一
貫
し
て
動
か
な
い
。
近
年
で
は
、
野
山
嘉
正
（「
近
代
小
説
新
考

　
明
治
の
青
春
―
伊
藤
左
千
夫

「
野
菊
の
墓
」（
そ
の
一
）」、『
国
文
学
』
第
四
〇
巻
第
五
号
所
収
、
学
燈
社
、
一
九
九
五
年
四
月
）
が
、
本
作
に
「
純
愛
悲
恋
型
物
語
」
の
パ
タ
ー
ン
を
指
摘
し
、

坪
井
秀
人
（『
国
文
学
』
第
四
六
巻
第
三
号
、
学
燈
社
、
二
〇
〇
一
年
二
月
）
が
、〈
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
〉
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
を
説
明
す
る
際
の
一
種
の
正
典
と
し
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て
、
島
崎
藤
村
『
若
菜
集
』
と
本
作
を
並
べ
て
あ
げ
て
い
る
。

（
２
）		
藤
井
淑
禎
『
純
愛
の
精
神
誌
―
昭
和
三
十
年
代
の
青
春
を
読
む
』（
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（
３
）		
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
講
談
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
４
）		

羽
矢
み
ず
き
「
伊
藤
左
千
夫
「
野
菊
の
墓
」
論
―
封
印
さ
れ
た
性
」（『
国
文
学
』
第
七
三
巻
第
四
号
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）
は
、「
民
子
を
め
ぐ
る
政

夫
の
感
慨
の
中
に
、
煌
め
く
〈
純
愛
〉
と
背
中
合
わ
せ
の
、
性
を
罪
悪
視
す
る
意
識
の
潜
在
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）		

藤
井
淑
禎
「『
野
菊
の
墓
』
―
追
憶
の
遠
近
法
と
女
た
ち
の
声
」（『
国
文
学
』
第
四
二
巻
第
一
二
号
、
学
燈
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
に
よ
る
。

（
６
）		

牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
―
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
と
女
性
』（
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。

（
７
）		

左
千
夫
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
江
畑
耕
作
「
野
菊
の
墓
考
証
（
一
）
～
（
最
終
回
）」（「
千
葉
」
所
収
、
一
九
七
四
年
三
月
～
一
九
七
七
年
一
月
。
の
ち
、『
野

菊
の
如
き
君
―
左
千
夫
と
た
み
子
』
所
収
、
新
地
書
房
、
一
九
八
二
年
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
千
夫
の
縁
戚
関
係
は
、「
姉
家
督
」
を
基
本
と
し
た
女

系
一
族
で
あ
る
。
左
千
夫
の
父
「
良
作
」
は
、
伊
藤
重
左
衛
門
の
家
付
娘
の
「
く
ま
」
が
最
初
の
夫
に
死
に
別
れ
て
二
度
目
に
迎
え
た
婿
養
子
で
あ
る
。
左
千
夫

の
母
「
な
つ
」
は
、「
良
作
」
が
「
く
ま
」
の
死
後
、
娶
っ
た
二
度
目
の
妻
で
あ
る
が
、
左
千
夫
と
は
血
の
繋
が
り
の
な
い
長
兄
「
広
太
郎
」
が
迎
え
た
嫁
「
つ

ね
」
は
、
三
木
家
か
ら
「
良
作
」
に
嫁
し
た
「
な
つ
」
の
姪
で
あ
る
。
長
く
「
民
さ
ん
」
の
モ
デ
ル
視
さ
れ
て
き
た
「
み
つ
」
は
、
こ
の
「
つ
ね
」
の
妹
で
あ
り
、

左
千
夫
が
妻
に
し
た
「
と
く
」
も
ま
た
、
母
の
姪
の
一
人
に
当
た
る
。

（
８
）		

井
上
忠
司
『「
世
間
体
」
の
構
造
―
社
会
心
理
史
へ
の
試
み
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（
９
）		

永
塚
功
「「
野
菊
の
墓
」
論
―
そ
の
成
立
と
作
品
構
造
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
一
九
集
、
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。
永
塚
は
、
左
千
夫
の
少
年
時
代
が
、
母
方

の
従
姉
妹
た
ち
と
の
密
な
交
流
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
1（
）		

明
治
の
新
暦
が
「
太
陽
暦
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、〈
月
の
満
ち
欠
け
〉
を
基
準
と
し
た
太
陰
暦
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
行
事
で
あ
る
。〈
芋
〉
の
収
穫
を
寿

ぐ
「
十
五
夜
」
と
の
対
比
か
ら
、「
豆
明
月
」「
栗
名
月
」
の
別
称
も
あ
る
。「
後
の
月
」
と
女
性
、「
血
の
道
」
と
の
関
わ
り
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
共
同
討
議
「『
十
三



二
六
一

夜
』
を
読
む 

上
下
」（
紅
野
謙
介
・
小
森
陽
一
・
十
川
信
介
・
山
本
芳
明
、『
季
刊 

文
学
』
第
一
巻
第
一
号
お
よ
び
第
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（
11
）		
牟
田
和
恵
の
指
摘
よ
る
。（
注
６
）
参
照
。

（
1（
）		
斉
藤
茂
吉
『
伊
藤
左
千
夫
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
）
に
よ
る
。

（
13
）		

昨
今
、
論
議
の
か
ま
び
す
し
い
概
念
で
あ
る
が
、
最
近
の
興
味
深
い
成
果
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
斎
藤
純
一
『
親
密
圏
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出

版
、
二
〇
〇
三
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1（
）		

国
木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」（
明
治
三
四
年
）
を
中
心
に
、
富
士
を
遠
望
し
た
武
蔵
野
一
円
を
ス
ポ
ッ
ト
に
、
感
傷
的
ス
ケ
ッ
チ
―
―
風
景
描
写
が
感
情
の
表
白

そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
〈
風
景
文
学
〉
が
量
産
さ
れ
て
ゆ
く
。
雄
大
な
山
岳
風
景
に
死
さ
え
内
包
し
た
壮
絶
な
自
己
超
越
の
欲
望
を
投
影
し
た
『
破
戒
』（
島
崎

藤
村
、
明
治
三
九
年
）
の
〈
崇
高
＝
サ
ブ
ラ
イ
ム
〉
な
心
象
風
景
を
頂
点
に
、
裾
野
に
は
、
左
千
夫
や
徳
富
蘆
花
ら
の
自
己
超
越
へ
の
契
機
を
欠
く
分
、
ナ
ル
シ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
情
緒
を
自
己
完
結
的
に
封
じ
込
め
た
〈
絵
の
よ
う
＝
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
〉
な
叙
情
的
風
景
が
豊
穣
に
展
開
さ
れ
る
。
左
は
一
世
を
風
靡
し
た
蘆
花

の
『
自
然
と
人
生
』（
明
治
三
三
年
）
所
収
の
「
相
模
灘
の
落
日
」
の
章
段
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、『
野
菊
の
墓
』
の
感
受
性
と
の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

初
め
日
の
西
に
傾
く
や
、
富
士
を
初
め
相
豆
の
連
山
、
煙
の
如
く
薄
し
。
日
は
所
謂
白
日
、
白
光
爛
々
と
し
て
眩
し
き
に
、
山
も
眼
を
細
ふ
せ
る
に
や
。（
中

略
）
此
時
濱
に
立
つ
て
望
め
ば
、
落
日
海
に
流
れ
て
、
吾
足
下
に
至
り
、
海
上
の
舟
は
皆
金
光
を
放
ち
、
逗
子
の
濱
一
帯
、（
中
略
）
転
が
り
た
る
生
簀
の
籠

も
、
落
ち
散
り
た
る
藁
屑
も
、
赫
焉
と
し
て
燃
へ
ざ
る
は
な
し
。
斯
る
凪
の
夕
に
、
落
日
を
見
る
の
身
は
、
恰
も
大
聖
の
臨
終
に
侍
す
る
の
感
あ
り
。
荘
厳

の
極
、
平
和
の
至
、
凡
夫
も
霊
光
に
包
ま
れ
て
、
肉
融
け
、
霊
独
り
端
然
と
し
て
永
遠
の
濱
に
彳
む
を
覚
ふ
。
物
あ
り
。
融
然
と
し
て
心
に
浸
む
。
喜
と
云

は
む
は
過
ぎ
、
哀
と
云
は
む
は
未
だ
及
ば
ず
。

（
15
）		

羽
矢
み
ず
き
の
指
摘
に
よ
る
。（
注
４
）
参
照
。

（
1（
）		

寺
村
光
晴
「
真
間
手
児
奈
伝
承
成
立
詩
論
」（『
和
洋
国
文
研
究
』
通
号
二
三
、
一
九
八
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
17
）		

春
木
千
枝
子
は
『
歌
人
伊
藤
左
千
夫
』（
新
樹
社
、
一
九
七
三
年
）
に
お
い
て
、「
左
千
夫
は
た
び
た
び
、
柴
又
の
帝
釈
天
を
訪
れ
、
江
戸
川
を
渡
っ
て
松
戸
か



二
六
二

ら
市
川
へ
出
て
帰
っ
た
が
、
矢
切
辺
り
の
景
色
を
大
層
気
に
入
り
、
こ
ん
な
所
を
舞
台
に
小
説
を
書
い
た
ら
面
白
い
だ
ろ
う
な
と
洩
ら
し
て
い
た
」
と
述
懐
し
て

い
る
。

（
18
）		
杉
本
秀
太
郎
「
植
物
的
な
も
の
―
文
学
と
文
様
」（
桑
原
武
夫
編
『
文
学
理
論
の
研
究
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
に
よ
る
。

（
19
）		

興
味
深
い
の
は
、〈
性
の
文
様
化
〉
と
関
わ
る
漱
石
作
品
の
一
つ
と
し
て
杉
本
も
挙
げ
る
『
草
枕
』（
明
治
三
九
年
）
で
は
、
主
人
公
の
「
余
」
が
「
長
良
乙
女
」

の
歌
枕
を
、
い
っ
た
ん
選
択
し
た
後
に
棄
却
す
る
挿
話
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
長
良
乙
女
」
は
「
真
間
手
児
奈
」
系
伝
説
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。『
草
枕
』
で
は
、
い
っ
た
ん
「
余
」
が
〈
那
美
さ
ん
／
長
良
乙
女
〉
の
パ
タ
ー
ン
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
長
良
乙
女
の
姿
は
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
、「
空
に
尾
を
曳
く
彗
星
」
の
よ
う
に
「
何
と
な
く
妙
な
気
に
な
る
」「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
へ
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
。『
草
枕
』
は
、
こ
の

瞬
間
、〈
性
の
文
様
化
〉
に
資
す
る
可
能
性
を
内
包
し
た
和
歌
・
能
・
漢
詩
の
文
脈
と
離
別
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
っ
た
か
。『
草
枕
』
は
、
文
様
化
を
拒
む
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
と
の
闘
争
の
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
那
美
さ
ん
を
画
に
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
そ
の
間
、
主
人
公
は
甘
美
な
苦
悩
を
宙
に
吊
る
さ

れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
草
枕
』
は
、
そ
の
意
味
で
、『
そ
れ
か
ら
』
を
予
兆
し
、
そ
の
系
譜
に
連
な
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
（（
）		

小
森
陽
一
は
、「
夏
目
漱
石
と
世
界
資
本
主
義
」（『
週
刊
朝
日
百
科 

世
界
の
文
学
93
』
所
収
、
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
代
助
の
回
転
運
動
に
、

近
代
資
本
主
義
の
矛
盾
を
生
き
る
こ
と
で
批
評
を
展
開
し
た
漱
石
文
学
の
在
り
方
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
（1
）		

明
治
三
八
年
十
二
月
二
十
九
日
、
伊
藤
左
千
夫
宛
て
書
簡
に
よ
る
。
漱
石
は
、
自
身
の
連
載
小
説
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」（
七
、八
）
も
掲
載
さ
れ
た
新
年
号
の

『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
明
治
三
九
年
一
月
）
で
本
作
を
読
み
、
直
ち
に
本
人
宛
て
に
感
想
を
書
き
送
っ
た
。

＊	

『
野
菊
の
墓
』
の
初
出
は
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
第
九
巻
第
四
号
、
明
治
三
九
年
一
月
、
表
題
は
『
野
菊
之
墓
』）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
修
正
を
加
え
た
単

行
本
『
野
菊
の
墓
』（
俳
書
堂
、
明
治
三
九
年
四
月
）
を
底
本
と
し
た
。
ル
ビ
は
省
略
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。


