
一
 
は
じ
め
に
 
 

F
山
月
記
」
は
不
可
解
な
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
を
素
朴
に
受
け
止
め
よ
う
と
 
 

す
れ
ば
、
た
と
え
ば
高
校
の
教
室
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
強
烈
な
自
意
識
と
 
 

自
尊
心
に
押
し
潰
さ
れ
て
、
人
間
ら
し
い
心
を
失
い
、
つ
い
に
は
虎
に
変
身
し
 
 

て
し
ま
っ
た
男
の
悲
劇
。
」
と
読
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
r
山
月
記
」
 
に
 
 

は
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
読
み
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
、
い
く
つ
も
の
不
可
解
 
 

な
点
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
F
山
月
記
」
に
つ
い
て
五
つ
の
謎
を
提
示
す
る
。
 
 

そ
の
う
ち
の
三
つ
は
、
F
山
月
記
」
 
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
、
李
徴
の
告
白
を
 
 

め
ぐ
つ
て
の
謎
。
四
つ
目
は
、
李
徽
の
詩
に
対
す
る
衷
惨
の
思
わ
せ
ぶ
り
な
感
 
 

想
、
そ
し
て
最
後
は
、
作
品
の
基
本
設
定
に
お
け
る
謎
で
あ
る
。
本
稿
は
、
修
 
 

辞
学
の
知
見
か
ら
李
徴
の
告
白
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
こ
れ
ら
五
つ
の
謎
全
て
 
 

に
答
え
て
い
く
。
 
 
 

李
徴
の
告
白
を
読
み
解
く
た
め
に
は
、
修
辞
学
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 
 

『
山
月
記
』
の
五
つ
の
謎
 
 

－
撞
着
語
法
と
対
照
法
の
昆
－
 
 

柳
 
沢
 
浩
 
哉
 
 
 

彼
の
告
白
は
、
深
遠
か
つ
思
わ
せ
ぶ
り
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
自
ら
の
告
白
 
 

を
そ
の
よ
う
に
演
出
す
る
た
め
、
告
白
の
中
で
可
能
な
限
り
の
修
辞
技
法
を
駆
 
 

使
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
過
大
な
表
現
効
果
を
期
待
す
る
あ
ま
り
、
彼
の
自
己
 
 

分
析
は
歪
め
ら
れ
、
修
辞
学
の
タ
ブ
ー
が
犯
さ
れ
て
い
る
。
李
徴
の
告
白
に
残
 
 

さ
れ
て
い
る
の
は
、
修
辞
的
演
出
へ
の
異
様
と
も
い
え
る
執
念
の
跡
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
こ
の
修
辞
的
演
出
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
が
、
告
白
中
の
最
も
印
 
 

象
的
な
表
現
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
で
あ
り
、
こ
の
表
現
の
 
 

中
に
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
謎
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
「
臆
病
な
 
 

自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
め
ぐ
る
謎
を
糸
口
と
し
て
、
李
徴
の
告
白
に
 
 

見
ら
れ
る
謎
、
さ
ら
に
衷
惨
の
言
葉
の
謎
を
解
き
進
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
 
 

れ
ら
の
謎
解
き
か
ら
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
、
李
徴
の
自
尊
心
の
計
り
知
れ
な
 
 

い
巨
大
さ
は
、
「
山
月
記
」
の
読
み
、
さ
ら
に
「
山
月
記
」
の
主
題
論
に
再
考
 
 

（
1
）
 
 

を
迫
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
ま
ず
、
次
の
引
用
か
ら
始
め
た
い
。
 
 
 



私
が
r
山
月
記
」
の
教
材
研
究
や
作
品
研
究
の
多
く
を
読
ん
で
感
じ
る
不
満
 
 
 

は
、
そ
れ
ら
の
執
筆
者
が
あ
ま
り
に
告
白
と
い
う
形
式
に
ナ
イ
ー
ブ
で
あ
る
 
 
 

と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
の
場
合
、
告
白
す
る
の
は
、
李
徽
と
い
 
 
 

う
、
自
意
識
と
自
尊
心
の
化
け
物
の
よ
う
な
男
な
の
だ
。
そ
の
言
葉
を
そ
の
 
 
 

ま
ま
信
じ
る
方
が
ど
う
か
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
 
 

右
の
引
用
に
は
、
李
徽
の
告
白
に
向
う
べ
き
姿
勢
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
 
 

る
。
さ
す
が
に
、
最
近
の
r
山
月
記
」
研
究
は
、
李
徴
の
告
白
を
そ
の
ま
ま
聞
 
 

き
入
れ
る
ほ
ど
ナ
イ
ー
ブ
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
告
白
に
隠
さ
れ
た
数
々
 
 

の
「
ほ
こ
ろ
び
」
に
注
目
し
た
研
究
は
、
い
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
 
 

「
李
徴
と
い
う
、
自
意
識
と
自
尊
心
の
化
け
物
の
よ
う
な
男
」
は
、
告
白
の
中
 
 

で
必
ず
粉
飾
を
行
い
、
自
己
の
正
当
化
・
美
化
を
図
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
 
 

て
、
粉
飾
に
は
「
ほ
こ
ろ
び
」
が
出
る
。
こ
の
「
ほ
こ
ろ
び
」
こ
そ
、
李
徴
の
 
 

本
心
・
隠
さ
れ
た
性
格
を
探
る
最
も
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
 
 

は
、
告
白
に
徹
底
し
た
疑
い
の
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
隠
さ
れ
た
「
ほ
こ
ろ
 
 

び
」
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
ら
に
修
辞
学
の
光
を
当
て
る
こ
と
で
「
ほ
こ
ろ
 
 

び
」
の
生
じ
た
原
因
・
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
進
め
る
中
 
 

で
、
隠
さ
れ
た
李
徴
の
本
性
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

本
稿
は
、
李
徴
の
告
白
を
対
象
に
分
析
を
進
め
る
の
で
、
告
白
の
全
文
を
ま
 
 

（
Z
）
 
 

ず
引
用
し
て
お
き
た
い
。
（
傍
線
・
波
線
は
筆
者
。
）
 
 
 

何
故
こ
ん
な
運
命
に
な
っ
た
か
判
ら
ぬ
と
、
先
刻
は
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
 
 

考
え
よ
う
に
依
れ
ば
、
思
い
当
る
こ
と
が
全
然
な
い
で
も
な
い
。
人
間
で
あ
っ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈
a
）
 
 

自
尊
心
が
な
か
っ
た
と
は
云
わ
な
い
。
し
か
し
、
 
 

だ
と
い
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
が
殆
ど
羞
恥
心
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
b
）
 
 

た
時
、
己
は
努
め
て
人
と
の
交
わ
り
を
避
け
た
。
人
々
は
己
を
侶
倣
だ
、
尊
大
 
 

り
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
 
 

も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
 
 

（
ア
）
 
 

人
々
は
知
ら
な
か
っ
た
。
 
 

刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
、
又
、
己
の
 
 

ら
、
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
わ
っ
 
 

禄
々
 
 

恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。
己
の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
 
 

こ
と
も
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
と
も
に
、
 
 

（
ウ
）
 
 

と
遠
ざ
か
り
、
憤
悶
と
斬
心
意
と
に
よ
っ
て
益
々
己
 
 

余
り
に
長
い
が
、
何
事
か
を
為
す
に
は
余
り
 
 

飼
い
太
ら
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
人
間
は
誰
で
も
猛
獣
使
で
あ
り
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
d
）
 
 

が
猛
獣
だ
っ
た
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
己
を
拭
い
、
妻
子
を
苦
し
め
、
友
 
 

人
を
保
つ
け
、
果
て
は
、
己
の
外
形
を
か
く
の
如
く
、
内
心
に
ふ
さ
わ
し
い
も
 
 

の
に
変
え
て
了
っ
た
の
だ
。
今
思
え
ば
、
全
く
、
己
は
、
己
の
持
っ
て
い
た
僅
 
 

（
エ
）
 
 

か
ば
か
り
の
才
能
を
空
費
し
て
了
っ
た
訳
だ
。
人
生
は
何
事
を
も
為
さ
ぬ
に
は
 
 
 

に
当
た
る
の
が
、
各
人
の
性
情
だ
と
い
う
。
己
の
場
合
、
 
 

と
し
て
瓦
に
伍
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
 
 

勿
論
、
嘗
て
の
郷
党
の
鬼
才
と
い
わ
れ
た
自
分
に
 
 
 

か
と
い
っ
て
、
 
 

己
は
詩
に
よ
っ
て
名
を
成
そ
う
と
思
い
な
が
 
 
 

我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
 
 
 

に
短
い
な
ど
と
口
先
ば
か
り
の
警
 
 
 

る
べ
き
を
半
ば
信
ず
る
が
故
に
 
 

又
、
己
は
俗
物
の
間
に
伍
す
る
 
 

【
ィ
）
 
 

そ
れ
は
臆
病
な
自
尊
心
と
で
 
 

己
は
次
第
に
世
と
経
れ
、
人
 
 
 

の
内
な
る
臆
病
な
自
尊
心
を
 
 

て
切
磋
琢
磨
に
勉
め
た
 
 

こ
の
尊
大
な
羞
恥
心
 
 

が
故
に
、
敢
え
て
 
 



卑
怯
な
危
倶
と
、
刻
苦
を
厭
う
怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
。
己
よ
り
も
 
 

遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
 
 

堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
虎
と
成
り
果
て
た
今
、
 
 

己
は
漸
く
そ
れ
に
気
が
付
い
た
。
そ
れ
を
思
う
と
、
己
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
 
 

悔
を
感
じ
る
。
己
に
は
最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。
た
と
え
、
今
、
 
 

己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
 
 

手
段
で
発
表
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、
己
の
頸
は
日
毎
に
虎
に
近
づ
い
て
行
く
。
 
 

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？
 
己
は
堪
え
ら
な
く
な
 
 

る
。
そ
う
い
う
時
、
己
は
、
向
こ
う
の
山
の
厳
に
上
り
、
空
谷
に
向
か
っ
て
吼
 
 

え
る
。
こ
の
胸
を
灼
く
悲
し
み
を
誰
か
に
訴
え
た
い
の
だ
。
己
は
昨
夕
も
、
彼
 
 

処
で
月
に
向
か
っ
て
吼
え
た
。
誰
か
に
こ
の
苦
し
み
が
分
か
っ
て
貰
え
な
い
か
 
 

と
。
し
か
し
、
獣
ど
も
は
己
の
声
を
開
い
て
、
唯
、
慣
れ
、
ひ
れ
伏
す
ば
か
 
 

り
。
山
も
樹
も
月
も
霞
も
、
一
匹
の
虎
が
怒
り
狂
っ
て
、
嘩
っ
て
い
る
と
し
か
 
 

考
え
な
い
。
天
に
躍
り
地
に
伏
し
て
嘆
い
て
も
、
誰
一
人
己
の
気
持
ち
を
分
か
 
 

っ
て
く
れ
る
者
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
、
人
間
だ
っ
た
こ
ろ
、
己
の
傷
つ
き
易
い
 
 

内
心
を
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
。
己
の
毛
皮
の
濡
れ
た
の
は
、
 
 

夜
露
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
 
 

二
 
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
め
ぐ
る
二
つ
の
謎
 
 

本
章
で
は
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
め
ぐ
つ
て
二
つ
の
謎
 
 

句
を
弄
し
な
が
ら
、
事
実
は
、
 
 
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
 
 

（
オ
）
 
 

を
提
示
す
る
。
ま
ず
最
初
の
謎
は
、
「
虎
」
と
「
羞
恥
心
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
 
 

ず
れ
で
あ
る
。
李
徴
は
「
と
も
に
、
我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
 
 

と
の
所
為
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
、
自
分
の
欠
点
を
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
 
 

大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
形
に
集
約
し
た
上
で
、
こ
の
二
つ
の
欠
点
が
変
身
の
原
 
 

因
で
あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
虎
に
変
身
さ
せ
た
原
因
が
こ
の
二
 
 

つ
に
集
約
さ
れ
る
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
腑
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
 
 

は
、
「
虎
」
と
「
羞
恥
心
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
ず
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
自
 
 

尊
心
」
と
「
羞
恥
心
」
の
二
つ
の
心
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
自
 
 

尊
心
」
は
、
自
信
、
尊
大
、
倣
悔
、
孤
高
と
い
っ
た
性
閉
只
と
連
続
し
て
お
り
、
 
 

「
虎
」
と
の
問
に
明
ら
か
に
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
を
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
そ
 
 

の
一
方
で
「
羞
恥
心
」
に
「
虎
」
と
連
続
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
 
 

ろ
か
、
「
羞
恥
心
」
は
虎
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
も
の
か
ら
は
、
最
も
遠
い
と
 
 

こ
ろ
に
位
置
す
る
心
で
あ
る
。
「
羞
恥
心
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
動
物
を
あ
え
て
 
 

挙
げ
る
と
す
る
な
ら
、
虎
と
は
対
照
的
な
臆
病
で
小
型
の
も
の
、
た
と
え
ば
ネ
 
 

ズ
ミ
・
リ
ス
・
ウ
サ
ギ
と
い
っ
た
小
動
物
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
李
徴
は
 
 

「
羞
恥
心
」
を
単
な
る
羞
恥
心
で
は
な
く
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
形
で
登
 
 

場
さ
せ
て
い
る
。
「
尊
大
な
」
は
「
自
尊
心
」
と
意
味
的
に
近
い
位
置
に
あ
る
 
 

か
ら
、
「
羞
恥
心
」
に
「
尊
大
な
」
を
修
飾
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
羞
恥
 
 

心
」
は
大
き
く
「
尊
大
」
 
の
位
置
、
さ
ら
に
虎
の
位
置
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
 
 

が
、
そ
れ
で
も
、
や
は
り
疑
問
は
消
え
な
い
。
ど
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
 
 

お
う
と
、
虎
に
変
身
し
た
原
因
と
し
て
「
羞
恥
心
」
を
挙
げ
れ
ば
、
こ
の
部
分
 
 
 



で
語
り
は
混
濁
し
、
告
白
全
体
が
伝
わ
り
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
 
 

で
あ
る
。
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
っ
て
ま
で
、
李
徴
は
 
 

（
3
）
 
 

な
ぜ
「
羞
恥
心
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
一
の
謎
で
あ
る
。
 
 
 

次
は
第
二
の
謎
で
あ
る
。
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
め
ぐ
 
 

っ
て
は
、
よ
り
大
き
く
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
謎
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
表
 
 

現
が
実
体
以
上
に
思
わ
せ
ぶ
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
李
徴
の
告
白
 
 

を
批
判
的
に
読
み
解
い
た
研
究
の
囁
央
と
し
て
評
価
さ
れ
る
「
r
山
月
記
】
論
 
 

・
l
臼
己
劇
化
と
し
て
の
語
り
－
」
の
中
で
、
蓼
沼
正
美
氏
は
、
こ
の
表
現
を
め
 
 

（
4
）
 
 

ぐ
つ
て
次
の
よ
う
に
香
い
て
い
る
。
 
 

確
か
に
r
臆
病
な
自
尊
心
」
と
r
尊
大
な
羞
恥
心
】
と
い
う
言
述
は
、
（
臆
 
 
 

病
な
自
尊
心
）
（
尊
大
な
羞
恥
心
）
と
い
う
以
上
の
何
か
を
聞
き
手
に
感
じ
 
 
 

さ
せ
る
。
そ
れ
だ
け
に
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
一
山
月
記
」
の
重
要
語
句
と
 
 
 

し
、
「
自
意
識
」
に
苦
悩
す
る
（
近
代
人
）
を
、
言
い
換
え
れ
ば
（
近
代
文
 
 
 

学
）
と
し
て
善
か
れ
た
（
中
島
致
）
の
r
山
月
記
」
を
読
ん
で
釆
た
の
で
あ
 
 
 

る
。
し
か
し
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
い
い
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
い
、
 
 
 

李
徴
の
自
己
分
析
を
読
む
限
り
そ
の
内
笑
も
、
ま
た
そ
う
表
現
し
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
必
然
性
も
全
く
伝
わ
っ
て
は
来
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
李
徴
 
 
 

は
、
（
臆
病
な
自
尊
心
）
と
（
尊
大
な
羞
恥
心
）
と
い
う
概
念
を
詩
的
に
組
 
 
 

み
換
え
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
単
な
る
修
辞
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
し
た
こ
と
は
、
こ
の
場
面
で
語
ら
れ
た
様
々
な
比
喩
や
対
句
、
そ
し
て
 
 
 

漢
語
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
 
 

こ
の
見
解
は
非
常
に
鋭
い
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
、
こ
の
見
解
を
具
体
的
化
し
 
 

て
詰
め
て
い
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
修
辞
学
の
知
 
 

見
か
ら
こ
の
見
解
を
詰
め
て
い
く
と
、
蓼
沼
氏
の
立
っ
て
い
た
地
点
か
ら
は
見
 
 

通
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
地
平
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
、
蓼
沼
 
 

氏
と
基
本
的
に
同
じ
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
最
終
的
な
見
解
は
大
き
く
異
な
 
 

り
、
「
そ
う
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
 
 

て
、
そ
の
「
必
然
性
」
の
実
態
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
あ
わ
せ
て
「
（
臆
病
な
 
 

自
尊
心
）
（
尊
大
な
羞
恥
心
）
と
い
う
以
上
の
何
か
」
の
正
体
を
、
修
辞
学
の
 
 

知
見
か
ら
探
り
出
し
て
い
く
。
本
稿
の
予
告
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
、
蓼
沼
氏
 
 

の
指
摘
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
表
現
が
「
（
臆
病
な
自
尊
心
）
（
尊
大
な
 
 

羞
恥
心
）
と
い
う
以
上
の
何
か
を
聞
き
手
に
感
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
指
摘
に
賛
 
 

同
し
、
こ
の
事
実
を
重
視
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
表
現
の
感
じ
さ
せ
 
 

る
含
蓄
が
、
告
白
全
体
に
深
遠
な
雰
囲
気
を
与
え
、
読
者
に
多
様
な
試
み
の
誘
 
 

惑
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
も
疑
う
余
地
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
は
、
「
臆
病
 
 

な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
が
感
じ
さ
せ
る
「
内
実
以
上
の
何
か
」
と
 
 

は
、
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
謎
で
あ
る
。
 
 

三
 
「
尊
大
な
蓋
恥
心
」
の
正
体
と
、
第
三
の
謎
 
 

告
白
の
中
で
李
徴
は
、
自
分
が
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
に
集
 
 
 



約
さ
れ
る
二
つ
の
心
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
語
 
 

ら
れ
る
彼
の
心
は
、
二
面
性
の
あ
る
複
雑
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
自
意
 
 

識
と
自
尊
心
の
化
け
物
」
の
よ
う
な
李
徴
の
言
葉
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
 
 

の
は
少
な
か
ら
ず
危
険
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
実
際
の
心
が
ど
の
よ
 
 

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
、
告
白
か
ら
慎
重
に
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
告
白
に
お
い
て
自
尊
心
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

自
分
の
才
能
へ
の
李
徴
の
強
烈
な
自
負
は
、
告
白
の
随
所
に
に
じ
み
出
て
お
 
 

り
、
自
尊
心
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
を
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
 
 

の
い
く
つ
か
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
「
嘗
て
の
郷
党
の
鬼
才
と
い
わ
れ
た
自
 
 

分
」
。
「
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
 
 

た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
」
「
今
、
 
 

己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
っ
た
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
い
う
 
 

手
段
で
発
表
で
き
よ
う
。
」
李
徴
に
は
過
去
に
対
す
る
プ
ラ
イ
ド
、
そ
し
て
何
 
 

よ
り
、
自
分
に
は
誰
よ
り
も
才
能
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
強
烈
な
自
負
が
あ
 
 

る
。
そ
の
思
い
は
、
「
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
」
す
ら
、
才
能
の
面
で
は
 
 

「
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
」
と
、
当
然
の
よ
う
に
言
い
切
る
個
所
に
端
的
に
 
 

現
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
現
在
で
も
詩
作
へ
の
自
信
を
失
っ
て
は
い
な
 
 

い
。
一
見
謙
虚
な
反
省
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
李
徴
は
己
の
才
能
に
対
し
て
現
 
 

在
で
も
強
烈
な
自
負
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
強
烈
な
自
尊
 
 

心
と
言
い
換
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
李
徴
の
自
尊
心
は
微
動
だ
に
 
 

し
な
い
、
圧
倒
的
な
強
さ
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
強
さ
の
反
面
、
脆
弱
さ
を
 
 

隠
し
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
脆
弱
さ
を
検
討
す
る
前
に
、
彼
の
羞
恥
心
に
 
 

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
 
 
 

実
は
、
こ
こ
に
李
徴
の
告
白
を
読
み
解
く
鍵
が
あ
る
。
李
徴
は
た
と
え
ば
、
 
 

「
我
が
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
と
の
所
為
で
あ
る
。
」
の
よ
う
に
語
 
 

り
、
己
に
強
い
羞
恥
心
の
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
思
議
 
 

な
こ
と
に
告
白
か
ら
は
、
李
徴
の
中
に
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
は
お
ろ
か
、
ご
く
 
 

普
通
の
羞
恥
心
が
存
在
し
た
こ
と
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
こ
の
点
を
意
外
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
読
者
も
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
、
 
 

少
々
丹
念
に
確
認
し
て
い
き
た
い
。
告
白
に
語
ら
れ
た
李
徴
の
行
動
の
中
で
、
 
 

羞
恥
心
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
部
分
は
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
両
方
を
 
 

順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
 
 
 

そ
の
一
つ
は
、
「
進
ん
で
師
に
就
い
た
り
、
求
め
て
詩
友
と
交
わ
っ
て
切
磋
 
 

琢
磨
に
勉
め
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
」
の
箇
所
で
あ
る
。
な
ぜ
、
李
 
 

徴
は
、
師
に
就
か
ず
、
詩
友
と
の
切
磋
琢
磨
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
 
 

そ
の
心
理
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
己
の
珠
に
非
ざ
る
こ
と
を
惧
れ
る
 
 

が
故
に
、
敢
え
て
刻
苦
し
て
磨
こ
う
と
も
せ
ず
、
又
、
己
の
珠
な
る
べ
き
を
半
 
 

ば
信
ず
る
が
故
に
、
禄
々
と
し
て
瓦
に
伍
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。
」
注
 
 

目
し
た
い
の
は
、
こ
の
前
半
部
で
あ
る
。
優
れ
た
師
に
就
け
ば
、
あ
る
い
は
、
 
 

詩
友
と
交
わ
り
切
磋
琢
磨
す
れ
ば
、
李
徴
の
詩
人
と
し
て
の
才
能
が
ど
の
程
度
 
 

の
も
の
か
、
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
自
分
の
「
殊
に
非
 
 

ざ
る
こ
と
」
が
暴
露
さ
れ
は
し
な
い
か
、
李
徴
は
そ
れ
を
「
惧
れ
」
た
た
め
 
 
 



に
、
師
に
就
く
こ
と
も
、
詩
友
と
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
 
 

あ
る
。
こ
の
「
倶
れ
」
は
、
そ
の
後
、
も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
事
実
は
、
 
 

才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
惧
と
、
刻
苦
を
厭
う
 
 

怠
惰
と
が
己
の
凡
て
だ
っ
た
の
だ
。
」
彼
が
刻
苦
を
嫌
っ
た
の
は
、
自
分
に
は
 
 

誰
よ
り
も
才
能
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
自
負
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
 
 

の
一
方
で
、
李
徴
は
「
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
 
 

「
危
惧
」
を
も
っ
て
い
た
。
李
徴
は
、
自
分
に
は
誰
よ
り
も
才
能
が
あ
る
は
ず
 
 

だ
と
い
う
強
烈
な
自
負
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
才
能
が
本
物
で
な
い
こ
と
を
密
 
 

か
に
怖
れ
て
い
た
。
彼
が
、
師
に
就
か
な
か
っ
た
の
も
、
切
磋
琢
磨
で
き
な
か
 
 

っ
た
の
も
、
彼
ら
の
前
に
出
る
の
が
恥
か
し
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
自
分
以
 
 

上
に
才
能
の
あ
る
人
閏
は
い
な
い
と
自
負
し
て
い
た
李
徴
が
、
恥
か
し
く
て
彼
 
 

ら
の
前
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
る
。
彼
 
 

ら
と
交
わ
る
こ
と
で
「
才
能
の
不
足
」
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
、
李
徴
は
そ
れ
を
 
 

ひ
た
す
ら
「
憤
れ
」
「
危
倶
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
強
烈
な
自
負
を
持
ち
な
 
 

が
ら
も
、
己
の
才
能
に
確
信
が
も
て
な
い
、
こ
の
危
う
い
自
尊
心
こ
そ
「
臆
病
 
 

な
自
尊
心
」
 
の
正
体
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
李
徴
は
、
確
 
 

か
に
「
才
能
の
不
足
」
 
の
露
見
を
恐
れ
て
い
た
が
、
「
才
能
の
不
足
」
を
周
囲
 
 

に
知
ら
れ
る
こ
と
は
何
よ
り
恥
か
し
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
羞
恥
心
な
の
で
 
 

は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
確
か
に
、
周
囲
に
「
才
能
の
不
足
」
を
暴
 
 

露
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
恥
か
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
 
 

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
李
徽
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
で
あ
 
 

る
。
李
徴
は
「
才
能
の
不
足
を
暴
露
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
卑
怯
な
危
倶
」
 
 

と
語
っ
て
い
る
。
李
徴
は
「
才
能
の
不
足
」
が
周
囲
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
「
危
 
 

惧
」
、
す
な
わ
ち
「
あ
や
ぶ
み
お
そ
れ
」
 
て
い
た
。
「
才
能
の
不
足
」
を
周
囲
に
 
 

知
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
辱
め
を
受
け
る
こ
と
を
、
彼
は
、
恥
か
し
い
こ
と
で
は
 
 

な
く
、
恐
ろ
し
い
こ
と
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
彼
の
行
動
の
中
で
羞
恥
心
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
箇
 
 

所
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
「
人
間
で
あ
っ
た
時
、
己
は
努
め
て
人
と
の
 
 

交
わ
り
を
避
け
た
。
人
々
は
己
を
侶
倣
だ
、
尊
大
だ
と
い
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
 
 

が
殆
ど
羞
恥
心
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
人
々
は
知
ら
な
か
っ
た
。
」
の
 
 

部
分
で
あ
る
。
李
徴
が
人
と
交
わ
ら
ず
、
他
人
に
は
尊
大
と
し
か
見
え
な
い
態
 
 

度
を
と
り
続
け
た
の
は
、
彼
ら
を
「
瓦
」
 
で
あ
る
と
軽
蔑
し
た
結
果
で
あ
っ
 
 

た
。
た
だ
し
、
「
才
能
の
不
足
」
 
の
予
感
を
隠
す
た
め
の
虚
勢
が
、
人
と
の
交
 
 

わ
り
を
避
け
さ
せ
、
こ
と
さ
ら
尊
大
に
見
せ
た
と
い
う
事
実
も
、
そ
こ
に
は
存
 
 

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
こ
れ
は
、
羞
恥
心
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
た
 
 

だ
し
、
強
烈
な
自
尊
心
ゆ
え
に
自
分
の
弱
み
を
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
心
理
 
 

は
、
一
般
的
な
「
羞
恥
心
」
と
は
微
妙
に
違
う
。
r
広
辞
苑
」
 
（
節
五
版
）
 
は
 
 

「
羞
恥
」
を
「
恥
か
し
く
思
う
気
持
ち
。
は
じ
ら
い
の
感
覚
。
」
と
説
明
し
て
い
 
 

る
。
李
徴
が
こ
の
心
理
を
「
殆
ど
羞
恥
心
に
近
い
も
の
」
と
表
現
し
て
い
る
の
 
 

も
、
そ
れ
が
羞
恥
心
と
微
妙
に
ず
れ
る
こ
と
を
自
分
自
身
で
認
識
し
て
い
た
か
 
 

ら
に
他
な
ら
な
い
。
 
 
 



こ
こ
ま
で
の
検
討
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
彼
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
李
徴
の
 
 

中
に
存
在
を
確
認
で
き
る
の
は
、
わ
ず
か
に
「
羞
恥
心
に
近
い
も
の
」
だ
け
で
 
 

あ
り
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
実
態
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
李
徴
の
い
う
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
は
、
一
体
何
だ
 
 

っ
た
の
か
。
 
 
 

こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
李
徴
の
心
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
李
散
は
、
自
 
 

己
の
才
能
を
強
烈
に
自
負
し
て
い
た
反
面
、
「
才
能
の
不
足
」
を
密
か
に
怖
れ
 
 

て
い
た
。
こ
の
恐
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
怖
れ
は
密
か
 
 

な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
恐
怖
と
い
え
る
ほ
ど
に
強
大
で
あ
っ
た
。
自
分
の
才
能
 
 

を
謙
虚
に
予
感
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
希
望
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
 
 

し
、
強
烈
な
自
負
を
も
っ
た
李
徴
に
と
っ
て
、
「
才
能
の
不
足
」
し
た
自
己
は
 
 

絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
「
才
能
の
不
足
」
を
予
感
す
る
こ
と
 
 

は
恐
怖
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
次
の
言
葉
 
 

の
重
み
を
感
じ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
「
己
よ
り
も
遥
か
に
乏
し
い
才
能
で
あ
 
 

り
な
が
ら
、
そ
れ
を
専
一
に
磨
い
た
が
た
め
に
、
堂
々
た
る
詩
家
と
な
っ
た
者
 
 

が
幾
ら
で
も
い
る
の
だ
。
」
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
恐
怖
と
嫉
 
 

妬
と
が
こ
こ
に
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
自
分
よ
り
も
「
遥
か
に
乏
し
い
才
能
」
 
 

と
し
て
軽
蔑
し
て
い
た
者
が
、
彼
の
確
信
を
裏
切
っ
て
、
次
々
と
「
堂
々
た
る
 
 

詩
家
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
 
「
幾
ら
で
も
い
る
」
 
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
よ
う
な
話
を
耳
に
し
た
時
の
李
徴
の
心
中
は
、
い
か
ば
か
り
の
も
の
 
 

で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
時
の
彼
の
顔
、
彼
の
姿
、
彷
の
声
は
、
醜
く
歪
み
、
ま
 
 

さ
に
獣
の
よ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
者
が
次
々
に
 
 

出
る
に
つ
れ
、
才
能
の
不
足
を
予
感
す
る
恐
怖
は
い
や
お
う
な
く
強
ま
っ
て
い
 
 

く
。
そ
の
恐
怖
と
焦
燥
感
は
、
彼
を
押
し
潰
す
ほ
ど
巨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
 
 

っ
た
に
違
い
な
い
。
 
 
 

そ
れ
で
は
問
題
を
戻
そ
う
。
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
実
態
は
何
か
。
わ
れ
わ
 
 

れ
は
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
実
態
を
消
去
法
に
よ
っ
て
特
定
で
き
る
と
こ
ろ
 
 

ま
で
、
李
徴
の
内
面
を
十
分
に
検
討
し
て
き
て
い
る
。
李
徴
の
中
に
あ
っ
た
心
 
 

を
順
に
検
討
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
強
烈
な
反
面
、
脆
弱
さ
を
隠
し
も
っ
て
い
 
 

た
彼
の
自
尊
心
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
李
徴
は
、
こ
れ
に
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
 
 

い
う
言
葉
を
与
え
た
上
で
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
並
列
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
 
 

て
、
こ
れ
が
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
実
態
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
 
 

で
は
、
己
の
 
「
憤
れ
」
「
危
惧
」
を
隠
す
た
め
の
虚
勢
は
ど
う
か
。
確
か
に
こ
 
 

れ
は
羞
恥
心
に
近
い
が
、
李
徴
は
こ
れ
に
「
殆
ど
羞
恥
心
に
近
い
も
の
」
と
い
 
 

う
表
現
を
与
え
、
羞
恥
心
と
は
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
李
徴
を
引
 
 

き
裂
い
た
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
 
の
実
態
と
考
え
る
に
は
、
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
 
 

弱
い
心
で
あ
る
。
彼
の
自
尊
心
と
並
立
で
き
る
ほ
ど
の
強
さ
を
持
ち
、
李
徽
を
 
 

引
き
裂
い
た
心
と
い
う
条
件
を
澗
た
せ
る
も
の
は
、
「
才
能
の
不
足
」
を
予
感
 
 

す
る
恐
怖
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
焦
燥
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
何
よ
り
、
こ
の
強
烈
な
心
に
対
し
て
、
李
徴
は
そ
れ
に
ぴ
っ
た
り
す
 
 

る
名
を
与
え
て
い
な
い
。
李
徴
は
「
羞
恥
心
」
の
語
を
、
慣
用
的
用
法
か
ら
大
 
 

き
く
ず
ら
し
て
使
用
し
、
「
才
能
の
不
足
」
が
露
見
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
を
「
尊
 
 
 



大
な
羞
恥
心
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
は
、
よ
う
や
く
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
実
態
を
特
定
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
た
。
李
徴
が
恐
怖
に
対
し
て
「
特
殊
な
」
名
を
与
え
た
理
由
に
つ
い
て
は
 
 

六
節
で
考
察
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
表
現
に
か
か
わ
る
別
な
問
題
を
提
 
 

起
し
た
い
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
才
能
の
不
足
」
を
予
感
す
る
恐
怖
 
 

心
（
李
徴
の
い
う
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
）
は
、
強
烈
な
自
負
を
前
提
と
し
て
生
 
 

ま
れ
る
心
、
い
わ
ば
自
尊
心
か
ら
派
生
し
た
心
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
「
臆
 
 

病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
表
現
は
、
彼
の
心
の
実
態
か
ら
大
 
 

き
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
表
現
は
、
自
尊
心
と
恐
怖
心
と
を
対
等
な
も
 
 

の
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
臆
病
な
自
尊
心
ゆ
え
の
尊
大
な
 
 

羞
恥
心
」
「
臆
病
な
自
尊
心
の
作
り
出
し
た
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
で
も
表
現
し
 
 

た
方
が
、
彼
の
心
の
実
態
に
は
、
は
る
か
に
近
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
 
 

彼
に
と
っ
て
、
己
の
限
界
が
露
見
す
る
こ
と
は
巨
大
な
恐
怖
で
あ
り
、
そ
れ
 
 

は
、
彼
の
自
信
や
自
尊
心
を
覆
い
隠
す
ほ
ど
の
大
き
さ
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
 
 

な
い
。
そ
の
巨
大
さ
ゆ
え
に
、
彼
に
は
、
そ
の
恐
怖
が
、
自
尊
心
か
ら
独
立
し
 
 

た
、
自
尊
心
と
対
等
な
心
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
 
 

ば
、
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
は
、
彼
に
と
っ
て
の
恐
怖
の
大
 
 

き
さ
を
端
的
に
伝
え
て
く
れ
る
表
現
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
従
属
 
 

関
係
に
あ
る
は
ず
の
「
臆
病
な
自
尊
心
」
、
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
を
並
列
さ
せ
た
 
 

こ
と
に
は
、
こ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
こ
の
理
由
 
 

を
、
第
三
の
謎
と
し
よ
う
。
 
 

四
 
撞
着
語
法
が
作
り
出
す
錯
覚
 
 

こ
こ
ま
で
の
三
つ
の
謎
が
い
ず
れ
も
、
対
比
・
対
照
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
に
気
付
い
た
読
者
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
李
徽
の
告
白
を
読
み
 
 

解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は
対
比
で
あ
る
。
李
徴
の
告
白
の
中
に
は
多
彩
な
対
比
が
散
 
 

り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
告
白
の
修
辞
上
の
演
出
を
支
え
て
い
る
。
五
つ
 
 

の
謎
は
ま
だ
出
揃
っ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
三
つ
の
謎
に
つ
い
て
修
辞
学
 
 

の
観
点
か
ら
答
え
を
出
し
、
そ
の
後
、
残
り
の
二
つ
の
謎
を
提
示
し
た
い
。
ま
 
 

ず
、
第
二
の
謎
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
第
二
の
謎
と
は
、
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
 
 

尊
大
な
羞
恥
心
」
が
感
じ
さ
せ
る
「
内
実
以
上
の
何
か
」
の
正
体
で
あ
っ
た
。
 
 

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
そ
の
正
体
は
、
接
着
語
法
（
○
蔓
m
O
r
O
n
）
と
呼
ば
れ
 
 

る
修
辞
技
法
が
作
り
出
す
、
結
党
上
の
含
蓄
で
あ
る
。
撞
着
語
法
の
説
明
か
ら
 
 

始
め
よ
う
。
 
 
 

撞
着
語
法
（
○
薫
ヨ
O
r
O
n
）
と
は
、
「
公
然
の
秘
密
」
「
無
冠
の
帝
王
」
「
股
心
慰
撫
 
 

礼
」
「
あ
り
が
た
迷
惑
」
の
よ
う
に
、
反
対
の
意
味
の
言
葉
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
（
○
舛
y
m
O
r
O
n
の
訳
語
と
し
て
は
、
 
 

撞
着
語
法
の
ほ
か
に
、
対
語
結
合
、
矛
盾
語
法
な
ど
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
接
 
 

着
語
法
を
使
用
し
た
い
。
）
 
「
臆
病
」
と
「
自
尊
心
」
、
「
尊
大
」
と
「
羞
恥
心
」
 
 

と
は
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
意
味
の
語
で
あ
る
か
ら
、
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
 
 

な
羞
恥
心
」
は
二
つ
の
撞
着
語
法
を
並
列
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
。
撞
着
語
法
は
 
 

反
対
の
概
念
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
矛
盾
が
生
じ
、
 
 
 



無
意
味
な
表
現
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
無
 
 

意
味
と
は
な
ら
ず
、
あ
る
種
の
新
し
い
意
味
を
感
じ
さ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
 
 

て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
表
現
の
多
く
は
、
含
蓄
を
感
じ
さ
せ
る
思
わ
 
 

せ
ぶ
り
な
魅
力
を
持
つ
。
「
公
然
の
秘
密
」
ヤ
「
近
く
て
遠
い
国
」
 
の
よ
う
な
 
 

慣
用
句
化
し
た
表
現
に
は
こ
の
魅
力
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
慣
用
句
化
 
 

し
て
い
な
い
新
し
い
組
み
合
わ
せ
に
は
、
こ
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
 
 

い
。
た
と
え
ば
、
「
醜
悪
な
美
貌
」
「
冷
酷
な
優
し
さ
」
「
冷
た
い
炎
」
「
暗
黒
の
 
 

輝
き
」
な
ど
に
は
そ
の
魅
力
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
そ
 
 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
あ
る
程
度
伝
え
て
く
る
も
の
の
、
決
し
て
明
確
な
輪
郭
 
 

は
示
さ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
矛
盾
す
る
組
合
せ
は
逆
説
的
な
新
し
い
意
味
を
 
 

感
じ
さ
せ
る
た
め
、
受
け
取
る
側
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
さ
ま
ざ
ま
に
膨
 
 

ら
ま
せ
て
予
感
し
、
あ
る
種
の
含
蓄
を
感
じ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
そ
の
含
蓄
 
 

に
催
す
る
だ
け
の
内
実
を
撞
着
語
法
は
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
思
わ
せ
 
 

ぶ
り
な
魅
力
あ
る
表
現
を
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
に
作
り
出
せ
る
、
こ
れ
が
撞
着
語
 
 

法
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
伝
統
的
な
修
辞
学
に
お
 
 

い
て
は
、
撞
着
語
法
は
逆
説
と
同
じ
原
理
か
ら
生
ず
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
き
 
 

た
。
香
西
秀
信
氏
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
逆
説
と
撞
着
語
法
と
は
別
な
原
 
 

（
5
）
 
 

理
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
撞
着
語
法
と
逆
説
と
が
、
同
じ
原
 
 

理
か
ら
生
ま
れ
た
二
種
の
・
表
現
、
時
に
は
、
同
意
語
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
の
 
 

は
、
撞
着
語
法
の
作
り
出
す
含
蓄
、
そ
し
て
鮮
や
か
な
印
象
が
、
逆
説
を
思
い
 
 

起
こ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
を
「
途
方
に
く
れ
」
さ
れ
る
は
ず
の
撞
着
語
法
が
容
易
 
 

に
理
解
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
含
蓄
を
感
じ
る
の
は
な
 
 

（
7
）
 
 

ぜ
か
。
今
度
は
、
漸
戸
賢
一
氏
の
説
明
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
撞
着
語
法
は
な
ぜ
、
内
実
を
と
も
な
わ
な
い
含
蓄
を
感
じ
さ
せ
る
 
 

の
か
。
実
は
、
撞
着
語
法
が
不
思
議
な
含
蓄
を
作
り
出
す
こ
と
を
明
示
し
た
修
辞
 
 

学
畜
を
、
筆
者
は
ま
だ
見
つ
け
て
は
お
ら
ず
、
当
然
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
 
 

明
も
見
た
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
接
着
語
法
の
表
現
効
果
の
背
景
に
は
、
わ
れ
 
 

言
エ
 
 

わ
れ
の
認
識
の
基
本
的
な
型
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
信
夫
氏
は
言
う
。
 
 
 

「
か
わ
い
さ
あ
ま
っ
て
憎
さ
百
倍
」
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
よ
く
説
明
す
 
 

る
。
表
面
化
し
た
強
烈
な
「
憎
さ
」
は
、
潜
在
的
な
過
剰
な
「
か
わ
い
さ
」
 
 

と
対
義
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
か
わ
い
さ
」
は
、
高
じ
る
こ
と
に
よ
っ
 
 
 

あ
ら
ゆ
る
語
は
四
方
八
方
に
関
係
を
放
出
し
て
い
る
。
人
は
、
交
錯
す
る
 
 

そ
れ
ら
の
親
近
関
係
や
対
抗
関
係
の
網
の
な
か
で
、
ば
あ
い
に
応
じ
た
感
心
 
 

の
方
向
に
沿
っ
て
語
の
意
味
を
了
解
す
る
。
そ
う
い
う
多
方
向
の
関
係
の
う
 
 

ち
で
、
も
っ
と
も
理
解
し
や
す
い
、
た
ぷ
ん
い
ち
ば
ん
基
本
的
な
路
線
が
対
 
 

義
関
係
な
の
だ
。
（
中
略
）
と
こ
ろ
が
（
対
義
結
合
）
の
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
 
 

理
解
し
や
す
い
道
筋
が
た
が
い
に
祷
突
し
合
っ
て
、
い
わ
ば
一
種
の
行
き
ど
 
 

ま
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
常
識
的
理
解
力
は
そ
こ
で
途
方
に
く
れ
る
。
 
 



て
極
点
を
突
き
破
り
、
「
憎
さ
」
に
急
転
す
る
。
逆
に
、
憎
い
相
手
に
過
度
 
 
 

の
親
切
を
施
す
。
天
才
と
狂
気
は
紙
一
重
。
両
極
の
先
端
は
、
つ
ね
に
反
転
 
 
 

す
る
可
能
性
に
打
ち
震
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

二
人
の
説
明
を
つ
な
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
語
の
 
 

意
味
を
理
解
す
る
場
合
の
最
も
中
心
的
な
軸
は
対
義
関
係
で
あ
り
、
そ
の
軸
 
 

は
、
単
に
理
解
の
助
け
に
な
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
語
と
対
義
関
係
に
あ
る
 
 

語
を
「
潜
在
的
」
に
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
撞
着
語
法
は
、
こ
の
潜
在
的
な
関
係
 
 

を
刺
激
す
る
こ
と
で
、
単
な
る
新
し
い
意
味
を
越
え
た
不
思
議
な
含
蓄
を
感
じ
 
 

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
撞
着
語
法
の
霞
を
全
て
晴
ら
し
て
く
れ
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
が
、
筆
者
に
も
、
現
段
階
で
は
、
こ
れ
以
上
の
説
明
を
用
意
す
る
 
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
多
少
の
欲
求
不
満
は
残
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
、
第
二
の
 
 

謎
と
し
て
示
し
た
「
臆
病
な
自
尊
心
」
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
の
含
蓄
の
正
体
が
、
 
 

撞
着
語
法
の
作
り
出
す
錯
覚
上
の
含
蓄
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
 
 

次
節
で
は
第
一
の
謎
と
第
三
の
謎
を
考
え
て
み
よ
う
。
 
 

五
 
対
照
法
の
タ
ブ
ー
 
 

第
一
の
謎
は
、
虎
に
変
身
し
た
原
因
と
し
て
、
虎
と
正
反
対
の
羞
恥
心
が
挙
 
 

げ
ら
れ
て
い
る
理
由
、
第
三
の
謎
は
、
本
来
従
属
関
係
に
あ
る
は
ず
の
「
臆
病
 
 

な
自
尊
心
」
と
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
が
、
対
等
の
関
係
に
置
か
れ
た
理
由
で
 
 

あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
謎
も
、
先
ほ
ど
の
撞
着
語
法
と
同
様
、
対
比
と
連
動
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

李
徴
の
告
白
に
は
い
く
つ
も
の
対
照
法
（
a
n
t
i
t
h
e
s
i
s
）
が
見
ら
れ
る
。
対
照
 
 

法
と
い
う
技
法
は
、
こ
の
語
か
ら
臨
も
普
通
に
思
い
浮
ぶ
技
法
で
あ
る
が
、
念
 
 

ニ
ュ
 
 

の
た
め
に
F
レ
ト
リ
ッ
ク
辞
典
」
の
定
義
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
語
な
い
し
 
 

は
観
念
を
対
比
＝
対
称
関
係
に
お
き
、
両
項
を
際
立
た
せ
引
き
立
て
る
文
彩
」
。
 
 

対
照
法
は
、
簡
単
に
印
象
的
な
表
現
を
作
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
技
法
で
あ
 
 

り
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
技
法
の
用
法
に
は
あ
る
柁
の
タ
ブ
ー
が
あ
る
。
同
じ
 
 

r
レ
ト
リ
ッ
ク
辞
典
」
か
ら
、
対
照
法
の
特
徴
と
そ
の
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
の
説
 
 

（
q
ニ
 
 

明
を
、
少
々
長
く
な
る
が
、
引
用
し
て
み
よ
う
。
 
 

と
に
か
く
、
こ
の
文
彩
は
印
象
的
で
、
説
得
力
に
富
む
。
諺
や
格
言
、
警
 
1
0
 
句
、
名
言
、
標
語
に
そ
の
例
が
多
い
の
も
う
な
ず
け
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
一
 
 
 

「
聞
い
て
極
楽
見
て
地
獄
」
「
話
上
手
は
聞
き
上
手
」
「
芸
術
は
長
く
、
人
生
 
 
 

は
短
い
」
 
（
中
略
）
 
 

思
う
に
、
こ
の
文
彩
は
恐
ら
く
も
っ
と
も
手
軽
で
も
っ
と
も
さ
ま
に
な
る
 
 
 

技
法
だ
。
フ
ォ
ン
タ
ニ
エ
が
次
の
よ
う
に
注
意
t
て
い
る
の
も
け
だ
し
当
然
 
 
 

か
。
「
こ
れ
は
も
っ
と
も
華
々
し
い
文
彩
の
一
つ
だ
。
だ
が
、
ま
さ
し
く
そ
 
 
 

の
輝
き
の
故
に
、
真
面
目
な
主
題
に
お
い
て
は
慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
し
 
 
 

て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」
語
や
観
念
に
対
比
対
称
関
係
を
設
定
 
 
 

す
る
た
め
と
か
く
無
理
を
し
、
不
自
然
な
印
象
を
文
に
与
え
て
し
ま
う
の
 
 
 

だ
。
効
果
を
狙
う
あ
ま
り
作
為
が
日
立
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
 
 
 



こ
の
説
明
を
頭
に
入
れ
た
上
で
、
告
白
の
前
半
部
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
傍
 
 

線
部
（
イ
）
（
ウ
）
（
エ
）
は
、
形
式
的
に
も
対
句
に
近
い
完
全
な
対
照
法
で
あ
る
。
 
 

さ
ら
に
、
対
句
の
よ
う
な
完
全
な
対
の
形
を
持
っ
て
い
な
く
と
も
、
表
硯
内
容
 
 

が
対
比
を
な
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
表
現
は
対
照
法
に
含
ま
れ
る
の
で
、
傍
線
部
 
 

（
ア
）
（
オ
）
も
対
照
法
と
な
る
。
李
徴
の
自
己
分
析
の
中
心
部
分
は
、
そ
の
ほ
と
 
 

ん
ど
が
対
照
法
な
の
で
あ
る
。
対
照
法
は
「
手
軽
で
も
っ
と
も
さ
ま
に
な
る
技
 
 

法
」
で
あ
る
た
め
、
修
辞
学
で
は
、
フ
ォ
ン
タ
ニ
エ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
 
 

そ
の
乱
用
が
厳
し
く
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
「
ま
さ
し
く
そ
の
輝
き
の
故
に
、
真
 
 

面
目
な
主
題
に
お
い
て
は
慎
重
の
上
に
も
慎
重
を
期
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
 
 

望
ま
し
い
。
」
と
い
う
助
言
は
、
ま
る
で
李
徴
の
た
め
に
苦
か
れ
た
か
の
よ
う
 
 

で
あ
る
。
対
照
法
は
そ
の
「
輝
き
」
と
手
軽
さ
ゆ
え
に
、
内
容
を
歪
め
て
で
も
 
 

対
照
法
を
実
行
し
よ
う
と
い
う
誘
或
首
起
さ
せ
る
が
、
そ
の
誘
惑
に
屈
し
て
は
 
 

な
ら
な
い
と
い
う
警
告
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
徴
は
、
ま
さ
に
そ
の
誘
惑
に
と
 
 

ら
え
ら
れ
、
告
白
で
は
濫
用
と
言
え
る
ほ
ど
に
対
照
法
を
多
用
さ
せ
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
坑
〓
、
第
三
の
謎
の
答
え
と
な
る
。
「
臆
病
な
 
 

自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
見
事
な
対
照
法
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
 
 

は
、
「
自
尊
心
」
と
対
を
な
す
「
羞
恥
心
」
、
そ
し
て
両
者
の
対
等
な
関
係
が
必
 
 

要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
李
徴
は
対
照
法
の
罠
に
と
ら
え
ら
れ
、
自
己
分
析
を
 
 

歪
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
李
徴
は
対
照
法
だ
け
で
な
く
、
撞
着
 
 

語
法
に
お
い
て
も
同
様
の
罠
に
は
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
罠
を
考
え
る
た
め
に
、
 
 

次
節
で
は
自
尊
心
の
隠
蔽
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
 
 

特
に
（
d
）
は
、
虎
に
変
身
し
た
原
因
を
総
括
し
た
個
所
で
あ
る
。
こ
の
総
括
に
 
 

お
い
て
、
自
尊
心
は
完
全
に
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

六
 
自
尊
心
の
隠
蔽
 
 

李
徴
の
告
白
で
は
、
修
辞
的
演
出
の
過
剰
な
追
求
と
と
も
に
、
自
尊
心
の
隠
 
 

蔽
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
こ
れ
は
、
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
 
 

（
1
0
）
 
 

問
題
な
の
で
、
こ
こ
で
は
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

李
徴
の
告
白
は
非
常
に
屈
折
し
た
「
文
体
」
で
作
ら
れ
て
お
り
、
数
倍
所
の
 
 

言
葉
の
言
い
換
え
が
あ
る
。
最
初
に
引
用
し
た
本
文
中
の
波
線
を
伏
し
た
個
所
 
 

で
言
い
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
の
ポ
イ
ン
ト
を
箇
条
書
き
で
示
し
 
 

て
み
よ
う
。
 
 

（
a
）
‥
侶
倣
・
尊
大
1
羞
恥
心
に
近
い
も
の
 
 

（
b
）
‥
自
尊
心
1
臆
病
な
自
尊
心
 
 

（
C
）
（
d
）
‥
臆
病
な
自
尊
心
1
尊
大
な
羞
恥
心
 
 

（
C
〓
d
）
の
言
い
換
え
は
明
示
的
で
は
な
い
た
め
分
か
り
に
く
い
が
、
一
文
を
 
 

挟
ん
で
「
臆
病
な
自
費
心
」
が
「
尊
大
な
羞
恥
心
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
 
 

こ
と
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
言
い
換
え
は
全
て
、
 
 

次
の
方
向
で
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

自
尊
心
1
羞
恥
心
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執
拗
に
自
尊
心
を
羞
恥
心
に
言
い
換
え
る
こ
と
で
、
李
徴
は
、
強
烈
な
自
尊
 
 

心
を
小
さ
く
見
せ
よ
う
と
し
た
。
李
徴
の
欠
点
は
、
強
烈
な
自
尊
心
に
集
約
で
 
 

き
る
か
ら
、
自
費
心
を
小
さ
く
見
せ
る
こ
と
は
、
自
己
の
欠
点
の
隠
蔽
に
他
な
 
 

ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
、
い
わ
ば
自
尊
心
の
目
隠
し
と
し
て
選
ば
れ
 
 

た
の
が
羞
恥
心
で
あ
っ
た
。
羞
恥
心
は
二
つ
の
点
で
、
こ
の
役
割
に
最
適
だ
か
 
 

ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
恐
怖
心
と
蓋
恥
心
に
は
類
似
し
た
部
分
の
あ
る
こ
 
 

と
。
も
う
一
つ
は
、
自
尊
心
と
羞
恥
心
と
が
意
味
的
に
対
照
的
な
位
置
に
あ
る
 
 

た
め
に
、
自
尊
心
を
小
さ
く
見
せ
る
上
で
羞
恥
心
が
効
果
的
な
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
表
現
は
、
自
尊
 
 

心
の
隠
蔽
と
い
う
点
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。
「
臆
病
」
が
「
自
尊
心
」
を
 
 

小
さ
く
見
せ
、
「
尊
大
」
が
「
羞
恥
心
」
を
大
き
く
見
せ
る
結
果
、
羞
恥
心
の
 
 

比
重
を
大
き
く
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
李
徴
は
、
自
分
の
中
に
は
存
在
し
な
い
 
 

「
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
、
い
わ
ば
幻
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
、
強
烈
 
 

な
自
尊
心
に
支
配
さ
れ
て
い
た
事
実
を
巧
妙
に
隠
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 
 

李
徴
が
こ
の
撞
着
語
法
に
こ
だ
わ
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
表
現
 
 

効
果
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
節
は
、
ラ
テ
ン
文
学
で
の
撞
着
語
法
の
歴
 
 

史
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
圧
倒
的
な
表
現
効
果
を
考
え
て
み
た
い
。
 
 

七
 
撞
着
語
法
の
力
 
 

「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
二
つ
の
撞
着
語
法
は
、
そ
 
 

の
ま
ま
告
白
の
主
題
を
な
し
て
い
る
。
彼
の
告
白
は
こ
の
表
現
に
収
赦
さ
れ
る
 
 

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
実
は
、
撞
着
語
法
が
作
品
の
中
心
的
主
題
を
形
成
す
 
 

る
と
い
う
現
象
は
、
李
徴
の
告
白
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
 
 

者
月
村
辰
雄
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
恋
愛
文
学
に
お
い
て
、
撞
着
語
法
が
「
中
世
 
 

〔
〓
、
 
 

か
ら
十
七
世
紀
に
い
た
る
恋
愛
表
現
の
す
み
ず
み
に
浸
透
」
し
、
そ
こ
に
表
現
 
 

さ
れ
た
複
雑
な
恋
愛
感
情
が
、
そ
の
ま
ま
作
品
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
を
形
成
し
 
 

て
い
っ
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
討
論
の
場
で
論
 
 

敵
を
鋭
く
攻
撃
す
る
た
め
の
技
法
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
撞
新
語
法
が
、
 
 

後
に
、
恋
愛
と
い
う
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
対
象
に
出
合
い
、
や
 
 

が
て
恋
愛
の
姿
と
一
体
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
月
村
氏
は
、
紀
元
前
一
世
紀
 
 

に
活
躍
し
た
詩
人
カ
ト
ゥ
ル
ス
が
、
恋
愛
表
現
に
最
初
に
撞
着
語
法
を
導
入
し
 
 

（
1
2
）
 
 

た
時
の
驚
き
と
感
動
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 
 

カ
ト
ゥ
ル
ス
も
漸
層
法
を
駆
使
し
た
恋
愛
詩
人
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
し
か
し
、
 
 
 

こ
こ
で
杏
妙
で
あ
る
の
は
、
彼
の
詩
集
の
中
に
た
だ
ひ
と
つ
未
完
成
の
ま
ま
 
 
 

残
さ
れ
た
断
片
の
よ
う
な
二
行
詩
が
差
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 
 

私
は
愛
し
て
憎
ん
で
い
る
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
と
、
お
前
は
攣
っ
の
だ
ろ
う
が
、
 
 

わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
私
は
そ
う
思
い
、
そ
れ
で
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
。
 
 

（
中
略
）
「
愛
し
て
憎
む
」
－
西
欧
文
学
史
上
、
は
じ
め
て
書
き
記
さ
れ
た
表
 
 
 

現
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
彼
は
た
だ
た
だ
自
分
の
発
見
に
う
ち
ふ
る
え
る
ば
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恋
愛
表
現
に
最
初
に
撞
着
語
法
を
使
用
し
た
カ
ト
ゥ
ル
ス
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
 
 

力
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
詩
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
 
 

ん
、
李
徴
と
カ
ト
ゥ
ル
ス
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
 
 

ー
ド
は
、
撞
着
語
法
の
圧
倒
的
な
表
現
効
果
を
端
的
に
伝
え
て
く
れ
る
。
「
臆
 
 

病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
恥
心
」
と
い
う
表
現
を
見
出
し
た
李
徴
も
、
少
な
 
 

か
ら
ぬ
衝
撃
を
受
け
、
そ
の
魅
力
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
 
 

い
。
こ
の
彿
撃
が
李
徴
の
内
省
を
狂
わ
せ
、
こ
の
表
現
を
破
壊
す
る
よ
う
な
自
 
 

己
分
析
に
立
ち
入
ら
せ
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
衝
 
 

撃
が
彼
の
自
己
分
析
を
浅
い
ま
ま
に
と
ど
め
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
不
十
分
な
 
 

自
己
分
析
が
撞
着
語
法
を
可
能
に
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
因
果
関
係
の
順
序
を
確
 
 

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
因
果
関
係
の
順
序
が
確
定
で
き
な
い
こ
 
 

と
は
、
不
十
分
な
自
己
分
析
と
対
照
法
の
濫
用
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
 
 

だ
し
、
告
白
か
ら
読
み
取
れ
る
李
徴
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
 
 

れ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
順
序
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
 
 

告
白
の
中
で
、
撞
着
語
法
・
対
照
法
と
不
十
分
な
自
己
分
析
と
が
、
お
互
い
を
 
 

前
提
と
し
合
い
な
が
ら
見
事
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
 
 

の
バ
ラ
ン
ス
が
、
告
白
の
深
遠
か
つ
含
蓄
の
あ
る
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
る
 
 

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

か
り
で
、
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
の
先
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
し
い
恋
の
絶
 
 

頂
を
二
行
詩
の
ま
ま
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 

非
常
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
感
想
で
あ
る
。
裏
惨
の
感
じ
た
「
欠
け
る
と
こ
ろ
」
と
 
 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
が
第
四
の
謎
で
あ
る
。
こ
の
謎
に
「
飢
え
 
 

に
苦
し
む
妻
子
を
顧
み
な
い
冷
た
さ
が
あ
っ
た
か
ら
。
」
の
よ
う
な
「
教
育
的
 
 

な
」
耶
谷
で
満
足
す
る
読
者
は
お
る
ま
い
。
人
格
と
芸
術
作
品
と
が
別
も
の
で
 
 
 

李
徴
の
告
白
は
、
修
辞
的
演
出
と
自
尊
心
の
隠
蔽
と
い
う
、
二
つ
の
点
に
執
 
 

拗
に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
臆
病
な
自
尊
心
と
、
尊
大
な
羞
 
 

恥
心
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
の
鮮
や
か
さ
で
、
こ
の
二
つ
を
 
 

実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
告
白
は
、
ま
さ
に
こ
の
表
現
に
要
約
さ
れ
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

八
 
第
四
の
謎
と
李
徴
の
悲
劇
 
 

第
四
の
謎
に
入
ろ
う
。
そ
れ
は
、
李
徴
の
口
述
す
る
詩
を
聞
い
た
裏
惨
の
次
 
 

の
よ
う
な
感
想
で
あ
る
。
 
 
 

長
短
凡
そ
三
十
篇
、
格
調
高
雅
、
意
趣
東
通
、
〓
抗
し
て
作
者
の
才
の
非
 
1
3
 
 

－
 
 

凡
を
思
わ
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
哀
惨
は
感
嘆
し
な
が
ら
も
 
 

漠
然
と
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
成
程
、
作
者
の
素
質
が
第
一
流
に
屈
す
 
 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
第
一
流
の
 
 

作
品
と
な
る
の
に
は
、
何
処
か
（
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
）
欠
け
る
と
こ
 
 

ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
 
 



あ
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
あ
り
、
人
格
円
浦
な
天
才
詩
人
な
ど
、
誰
も
 
 

期
待
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
r
山
月
記
」
の
中
で
李
徴
の
詩
は
紹
介
さ
 
 

れ
て
い
な
い
が
、
第
四
の
謎
を
考
え
る
手
が
か
り
は
あ
る
。
李
徴
は
告
白
と
い
 
 

う
最
大
の
「
作
品
」
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
告
白
の
 
 

中
に
、
詩
人
の
欠
点
と
し
て
も
一
般
化
で
き
る
形
で
の
何
ら
か
の
「
欠
け
る
と
 
 

こ
ろ
」
を
見
出
せ
ば
い
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
答
え
を
既
に
見
出
し
 
 

て
い
る
。
 
 
 

李
徴
の
告
白
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
修
辞
的
演
出
へ
の
執
拗
な
こ
だ
わ
り
 
 

の
跡
で
あ
り
、
自
己
の
欠
点
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
隠
微
な
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
し
て
、
彼
の
修
辞
的
演
出
へ
の
こ
だ
わ
り
は
十
分
に
成
功
し
て
い
る
と
い
っ
 
 

て
い
い
。
自
分
の
「
真
実
」
を
何
も
語
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
 
 

だ
け
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
続
け
て
き
た
こ
と
が
、
何
よ
り
の
成
功
の
証
で
 
 

あ
ろ
う
。
李
徽
は
、
修
辞
的
才
能
に
お
い
て
は
間
違
い
な
く
第
一
流
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
彼
の
不
十
分
な
自
己
分
析
は
、
彼
に
も
の
ご
と
の
本
 
 

質
を
掴
み
取
る
力
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
李
敬
白
身
 
 

は
自
ら
の
真
の
姿
を
理
解
し
て
い
た
が
、
告
白
で
は
あ
え
て
そ
れ
を
語
ら
な
か
 
 

っ
た
の
だ
、
と
い
う
反
論
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
、
自
分
を
飾
 
 

ろ
う
と
す
る
強
烈
な
意
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
其
の
姿
を
李
徴
が
掴
 
 

め
て
い
れ
ば
、
告
白
が
こ
こ
ま
で
内
実
の
な
い
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
 
 

で
あ
る
。
李
徴
は
、
こ
れ
ほ
ど
過
酷
な
運
命
に
置
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
そ
の
告
白
か
ら
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
け
の
、
執
念
や
気
迫
、
あ
る
 
 

い
は
発
見
や
悟
り
と
い
っ
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
告
白
か
ら
強
く
伝
わ
 
 

っ
て
く
る
の
は
、
ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
な
自
嘲
的
な
調
子
で
あ
る
。
も
の
ご
 
 

と
に
向
か
う
姿
勢
の
根
本
に
お
い
て
、
彼
に
は
決
定
的
に
重
要
な
何
か
が
欠
け
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
人
に
と
っ
て
致
命
的
な
欠
点
と
な
ろ
う
。
も
 
 

し
も
、
衰
惨
が
、
李
徴
の
詩
に
本
質
を
鋭
く
掴
み
取
る
力
を
感
じ
て
い
た
と
す
 
 

れ
ば
、
そ
の
感
想
は
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
」
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
 
 

に
違
い
な
い
。
「
格
調
高
雅
、
意
趣
卓
逸
」
は
、
ま
さ
に
、
撞
着
語
法
や
対
照
法
 
 

に
代
表
さ
れ
る
、
修
辞
的
演
出
に
よ
っ
て
作
り
出
せ
る
印
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

李
徴
は
、
「
才
能
の
不
足
」
を
暴
露
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
続
け
て
い
た
。
 
 

実
に
皮
肉
な
こ
と
に
、
自
分
を
粉
飾
し
ょ
う
と
し
た
告
白
に
お
い
て
、
彼
は
詩
 

一
 
 

人
と
し
て
の
大
成
を
阻
む
致
命
的
な
「
不
足
」
を
暴
露
し
て
し
ま
う
の
で
あ
 
1
4
 
 

る
。
彼
は
、
自
分
が
大
成
し
な
か
っ
た
の
は
、
努
力
を
惜
し
み
、
詩
友
と
切
磋
 
l
 
 

琢
磨
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
李
徴
は
努
力
で
は
補
い
き
れ
な
 
 

い
、
人
間
と
し
て
の
根
本
的
な
部
分
で
致
命
的
な
欠
点
を
持
っ
て
い
た
。
彼
が
 
 

密
か
に
予
感
し
た
恐
れ
は
、
的
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
詩
作
の
た
め
に
虎
に
 
 

成
り
果
て
た
李
徴
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
残
酌
な
運
命
で
は
な
い
か
。
 
 
 

そ
し
て
、
李
徴
の
告
白
に
は
、
彼
の
も
う
一
つ
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。
 
 

李
徴
は
、
人
間
と
し
て
の
言
葉
を
語
れ
る
最
後
の
瞬
間
に
お
い
て
、
修
辞
的
演
 
 

出
と
自
尊
心
の
隠
蔽
と
に
異
様
な
ほ
ど
執
着
し
た
告
白
を
披
露
す
る
。
李
徴
 
 

は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
自
分
を
飾
ろ
う
と
し
た
の
か
。
他
で
も
な
い
、
彼
が
自
尊
 
 

心
に
支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
彼
は
巨
大
な
自
琴
心
の
た
め
に
虎
に
成
 
 
 



り
果
て
た
。
そ
の
彼
が
、
最
後
の
告
白
に
お
い
て
も
、
己
の
告
白
を
飾
り
、
自
 
 

尊
心
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
。
李
徴
は
、
人
間
と
し
て
の
最
後
の
瞬
間
に
お
い
 
 

て
ま
で
、
少
し
も
自
尊
心
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
李
徴
が
 
 

自
尊
心
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
永
久
に
あ
る
ま
い
。
李
徴
の
苦
し
み
は
永
遠
 
 

に
続
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
山
月
記
」
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
「
近
代
人
の
苦
悩
」
な
ど
で
は
な
い
。
 
 

ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
続
く
暗
黒
の
閤
な
の
だ
。
中
島
敦
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
 
 

を
道
具
と
し
て
完
璧
に
使
い
こ
な
す
こ
と
で
、
最
小
限
の
言
葉
の
中
に
、
こ
の
 
 

救
い
の
な
い
恐
ろ
し
い
テ
ー
マ
を
描
き
き
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

九
 
第
五
の
謎
 
 

李
徴
の
変
身
し
た
動
物
は
な
ぜ
虎
な
の
か
。
こ
れ
が
最
後
の
謎
で
あ
る
。
r
人
 
 

虎
伝
」
 
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
の
間
い
は
あ
ま
り
に
 
 

素
朴
、
あ
る
い
は
幼
稚
と
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
虎
は
、
動
物
の
 
 

中
で
最
強
の
百
獣
の
王
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
限
り
で
は
、
日
収
 
 

も
自
由
で
堂
々
と
し
た
野
獣
で
あ
る
。
李
徴
の
変
身
を
徹
底
的
に
悲
劇
に
し
た
 
 

い
の
で
あ
れ
ば
、
r
人
虎
伝
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
と
惨
め
な
動
物
 
 

に
変
身
さ
せ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
で
あ
る
。
人
に
酷
使
さ
れ
る
家
畜
、
捕
食
者
 
 

に
怯
え
る
小
動
物
、
修
め
な
動
物
は
い
く
ら
で
も
い
る
。
r
人
虎
伝
」
を
翻
案
 
 

し
た
悲
劇
は
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
、
徹
底
さ
を
欠
い
た
悲
劇
と
な
る
述
命
に
 
 

あ
る
。
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
中
島
敦
が
「
虎
に
変
身
す
る
男
の
悲
劇
」
を
作
 
 

っ
た
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
理
由
を
、
「
山
月
記
」
 
の
本
文
だ
け
か
ら
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
 
 

あ
る
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
き
た
分
析
は
、
こ
の
理
由
を
考
え
る
た
 
 

め
の
有
力
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
r
山
月
記
」
の
テ
キ
ス
ト
の
分
 
 

析
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
修
辞
的
才
能
は
第
一
流
で
あ
り
な
が
ら
、
も
 
 

の
ご
と
の
本
質
に
迫
り
き
れ
ず
、
詩
人
と
し
て
大
成
で
き
な
い
李
徴
の
姿
で
あ
 
 

っ
た
。
こ
の
姿
は
、
作
者
で
あ
る
中
島
敦
自
身
と
少
な
か
ら
ず
重
な
る
の
で
あ
 
 

る
。
中
島
敦
の
作
品
は
ど
れ
も
見
事
な
で
き
栄
え
で
あ
り
、
特
に
文
体
・
修
 
 

辞
・
構
成
と
い
っ
た
点
は
十
分
過
ぎ
る
程
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
の
一
 
 

方
で
、
彼
の
明
快
讐
る
、
文
体
・
構
成
主
語
、
作
品
に
ど
う
し
て
も
テ
 

一
 
 

－
マ
小
説
と
い
う
浅
い
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
。
（
「
山
月
記
」
は
彼
の
作
品
の
 
1
5
 
 

【
 
 

中
で
例
外
的
に
難
解
な
作
品
で
あ
る
。
）
李
散
の
自
嘲
は
、
中
島
敦
の
自
分
自
 
 
 

身
へ
の
自
嘲
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
を
自
嘲
し
な
が
ら
 
 

も
、
や
は
り
自
己
の
文
学
的
才
能
に
は
期
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
複
雉
な
 
 

思
い
が
、
悲
劇
に
徹
し
き
れ
な
い
悲
劇
を
、
彼
に
作
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 

文
学
的
才
能
は
第
一
流
で
あ
り
な
が
ら
、
第
一
流
の
作
家
と
な
れ
な
い
悲
劇
。
 
 

F
山
月
記
」
は
中
島
敦
自
身
の
寓
話
と
し
て
読
め
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
山
月
記
」
は
中
島
敦
の
作
品
中
で
、
際
立
っ
た
異
彩
を
放
ち
続
け
て
い
る
。
 
 

作
品
に
投
影
さ
れ
て
し
ま
っ
た
作
者
の
苦
悩
、
そ
の
濃
厚
な
迫
力
が
、
こ
の
短
 
 

い
作
品
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
魅
力
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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た
も
の
で
 
 

あ
り
、
中
重
氏
の
了
承
を
得
て
本
稿
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
量
氏
に
心
よ
り
 
 

感
謝
申
し
上
げ
る
。
 
 
 

ま
た
、
本
稿
の
査
読
に
あ
た
ら
れ
た
先
生
に
は
、
二
回
に
わ
た
り
、
大
変
丁
寧
か
つ
有
 
 

益
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
助
言
の
全
て
に
沿
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
特
に
、
第
 
 

三
の
謎
の
部
分
は
助
言
を
い
た
だ
く
こ
と
で
大
幅
に
改
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
忍
耐
強
い
 
 

査
読
を
い
た
だ
い
た
査
読
委
員
の
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
 
 

－
や
な
ぎ
さ
わ
・
ひ
ろ
や
、
本
学
教
育
学
研
究
科
助
教
授
－
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