
〟
主
体
(
わ
た
し
)
″
考

-
説
話
と
表
現
　
H
)
　
-

三
　
鼻
の
話

●
「
鼻
」
　
の
可
能
性

な
が
ら
-
定
番
教
材
だ
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
「
鼻
」
が
教
科
書
か

ら
す
が
た
を
け
し
て
、
も
う
ど
の
-
ら
い
た
つ
の
だ
ろ
う
か
。
款
石

か
ら
「
落
着
が
あ
っ
て
砿
山
戯
て
ゐ
な
-
つ
て
自
然
そ
の
ま
ま
の
可

笑
味
が
お
っ
と
り
出
て
ゐ
る
所
に
上
品
な
趣
が
あ
り
」
　
(
芥
川
宛
書

簡
'
1
九
1
六
年
二
月
一
九
日
)
　
と
激
賞
さ
れ
る
と
い
う
'
は
な
ば

な
し
い
出
発
を
も
っ
た
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
「
内
供
の
自
尊
心
と
傍

観
者
の
利
己
主
義
」
　
(
吉
田
精
l
福
r
近
代
文
学
鑑
貿
講
座
1
 
1
・
芥

川
龍
之
介
』
角
川
書
店
、
1
九
五
八
年
刊
)
　
に
テ
ー
マ
性
が
指
摘
さ

れ
'
「
他
者
の
し
た
た
か
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の
対
時
に
た
じ
ろ
い
だ

芥
川
の
'
あ
る
べ
か
り
し
平
安
へ
の
希
求
と
諦
念
の
微
妙
な
心
情
の

投
影
」
　
(
佐
藤
泰
正
「
鼻
」
へ
　
別
冊
国
文
学
『
芥
川
龍
之
介
必
携
』
へ

一
九
七
九
年
)
　
が
よ
み
と
ら
れ
て
の
ち
、
ク
リ
ス
マ
ス
・
ソ
ン
グ

「
赤
鼻
の
ト
ナ
カ
イ
」
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
ろ
に
、
身
体
部
位
へ
の

無
用
の
関
心
を
あ
お
り
教
育
上
有
害
と
の
熔
印
が
お
さ
れ
て
国
語
教

室
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
と
き
-
。
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
は
い
え
'

竹
　
村
　
信
　
治

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
が
こ
ん
な
か
た
ち
で
封
じ

ら
れ
る
こ
と
に
は
、
い
-
ば
-
か
の
無
念
さ
も
の
こ
る
。

可
能
性
と
い
う
の
は
、
「
他
者
の
し
た
た
か
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の

対
時
に
た
じ
ろ
い
だ
芥
川
」
の
「
作
家
固
有
の
〟
不
幸
″
」
　
(
浅
野
洋

「
鼻
」
'
『
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
』
第
7
巻
、
明
治
書
院
、
1
九

八
〇
年
)
　
を
話
題
に
し
て
一
近
代
作
家
の
実
像
に
せ
ま
る
、
と
い
っ

た
こ
と
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
ま
た
勿
論
、
「
ひ
よ
わ
な
自
我
に
つ

い
て
、
そ
れ
の
ふ
-
む
重
苦
し
い
真
実
や
、
そ
れ
の
陥
り
う
る
深
刻

な
可
能
性
を
ほ
り
さ
げ
る
と
い
う
よ
り
も
'
批
評
的
な
シ
ニ
シ
ズ
ム

と
一
種
の
あ
わ
れ
み
と
に
よ
っ
て
割
り
切
っ
て
い
」
る
　
(
小
田
切
秀

雄
『
現
代
文
学
史
』
集
英
社
、
一
九
七
五
年
)
　
テ
キ
ス
ト
を
介
し
て
、

学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
〟
ひ
よ
わ
な
自
我
″
を
み
つ
め
か
ん
が
え
る

契
機
と
す
る
へ
　
と
い
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
キ
ス
ト

に
あ
る
の
は
、
他
我
へ
の
〟
た
じ
ろ
ぎ
〟
　
で
も
〟
ひ
よ
わ
な
〟
自
我

で
も
な
い
か
ら
だ
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
な
お
〟
人
間
″
　
の
語
を
も
ち
い
て
い
う
な
ら
へ

「
合
理
的
体
系
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
安
や
罪
責
の
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パ
ト
ス
を
に
な
い
'
孤
独
な
単
独
者
と
し
て
自
己
自
身
の
存
在
に
自

覚
的
に
か
か
わ
り
へ
　
つ
ね
に
　
『
あ
れ
か
こ
れ
か
し
　
の
決
断
に
迫
ら
れ

て
い
る
主
体
的
な
存
在
」
と
し
て
の
「
現
実
的
な
人
間
」
　
(
平
凡
社

『
哲
学
事
典
]
　
「
実
存
哲
学
」
項
)
　
の
す
が
た
、
あ
る
い
は
'
精
神

分
析
学
の
術
語
を
あ
え
て
も
ち
い
て
い
う
な
ら
へ
　
イ
ド
　
(
エ
ス
)

(
=
快
楽
原
則
に
し
た
が
う
無
意
識
的
'
非
遺
徳
的
な
基
本
的
本
能

的
な
欲
求
)
　
と
自
我
(
-
現
実
の
抵
抗
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
た
イ
ド
の

沈
澱
物
)
へ
　
さ
ら
に
こ
れ
を
監
視
す
る
社
会
道
徳
的
な
良
心
と
し
て

の
超
自
我
を
-
わ
え
た
三
者
(
フ
ロ
イ
ト
)
　
の
、
そ
の
相
魁
を
も
て

あ
ま
し
て
い
る
現
実
存
在
の
す
が
た
。

○
自
尊
心
の
穀
損
を
快
復
し
ょ
う
【
イ
ド
　
(
エ
ス
)
】
　
=
快
楽
原

則
に
し
た
が
う
欲
求
　
(
自
尊
心
-
自
己
愛
)
　
を
か
か
え
る
存
在
。

○
内
供
は
な
ま
じ
ひ
に
、
鼻
の
短
-
な
っ
た
の
が
、
反
て
恨
め
し
-

な
っ
た
。
【
自
我
】
　
=
現
実
の
抵
抗
に
抑
圧
さ
れ
「
合
理
的
体

系
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
安
や
罪
責
の
パ
ト
ス
」

を
に
な
う
存
在
。

○
か
う
な
れ
ば
も
　
も
う
誰
も
晒
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。

【
超
自
我
】
　
=
社
会
道
徳
的
な
規
範
に
し
た
が
い
　
「
孤
独
な
単

独
者
と
し
て
自
己
自
身
の
存
在
に
自
覚
的
に
か
か
わ
り
、
つ
ね
に

「
あ
れ
か
こ
れ
か
』
　
の
決
断
に
迫
ら
れ
て
い
る
」
存
在
。

◎
テ
キ
ス
ト
　
(
長
い
鼻
を
あ
け
方
の
秋
風
に
ぶ
ら
つ
か
せ
な
が
ら
)

-
イ
ド
　
(
エ
ス
)
・
自
我
・
超
自
我
の
三
者
の
相
凪
を
も
て
あ
ま

し
て
い
る
現
実
存
在
。

「
鼻
」
　
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
は
、
テ
キ
ス
ト
が
こ
の
よ
う
な

「
現
実
的
な
人
間
」
や
現
実
存
在
の
す
が
た
、
ま
た
〟
現
存
在
様
式
″

(
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
-
)
　
と
の
出
会
い
を
用
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ

そ
へ
　
お
そ
ら
く
は
あ
る
。

*

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
十
世
紀
中
後
盤
の
評
者
が
テ
キ
ス
ト
に
あ

る
こ
う
し
た
「
現
実
的
な
人
間
」
に
〟
た
じ
ろ
ぎ
″
や
〟
ひ
よ
わ
さ
″

を
み
て
し
ま
っ
た
の
は
う
　
存
在
論
的
な
〝
主
体
(
わ
た
し
)
″
を
自

己
同
一
的
で
自
己
完
結
的
自
足
的
な
構
築
物
と
し
て
か
ん
が
え
'

〟
自
我
″
を
自
己
に
関
す
る
自
律
的
な
意
識
と
し
て
1
元
的
に
と
ら

え
る
慣
習
に
な
ず
ん
だ
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
介
し
て
「
意
識
の
社
会
学
」
　
に
せ
ま
っ
て
い
っ
た

パ
フ
チ
ン
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

単
一
の
意
識
は
そ
れ
だ
け
で
は
自
足
的
に
存
在
し
え
な
い
。
私

が
自
己
を
意
識
し
'
自
己
自
身
と
な
る
の
は
、
た
だ
自
己
を
他

者
に
対
し
て
'
他
者
を
通
じ
て
、
そ
し
て
他
者
の
助
け
を
か
り

て
開
示
す
る
時
の
み
で
あ
る
。
自
己
意
識
を
組
織
す
る
最
も
重

要
な
行
為
は
'
他
者
の
意
識
(
汝
)
　
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
。
-
中
略
-
内
部
で
生
じ
る
こ
と
で
は
な
-
、
自
己
と

他
者
の
境
界
で
、
敷
居
で
生
じ
る
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る
内
的
な
も

の
は
自
足
す
る
こ
と
な
-
、
外
部
に
向
け
ら
れ
'
対
話
化
さ
れ

る
。
い
か
な
る
内
的
体
験
も
境
界
に
あ
ら
わ
れ
、
他
者
と
で
あ

う
。
こ
の
緊
張
に
み
ち
た
出
会
い
の
中
に
、
内
的
体
験
の
全
本

質
が
存
す
る
。

-
中
略
-
存
在
す
る
と
は
接
触
す
る
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
な
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死
　
(
非
在
)
　
と
は
、
知
覚
さ
れ
る
こ
と
も
'
そ
れ
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
も
'
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
存

在
す
る
と
は
、
即
ち
他
者
に
対
し
て
、
他
者
を
通
じ
て
自
己
に

対
し
て
'
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
に
は
彼
が
主
権
を
も
っ

て
い
る
よ
う
な
内
的
な
領
域
は
存
在
し
な
い
。
彼
の
全
存
在
は

常
に
境
界
に
あ
り
、
自
己
の
内
面
を
見
る
こ
と
は
即
ち
他
者
の

眼
を
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
の
眼
で
見
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
(
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
の
改
稿
に
よ
せ
て
」
一
九
六
一

年
へ
　
著
作
集
8
所
収
)

同
様
の
か
ん
が
え
方
は
'
現
代
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
次
の
よ
う

に
の
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

世
界
「
構
成
」
を
わ
た
し
の
対
象
構
成
的
意
識
　
(
コ
ギ
ト
)
　
に

関
係
づ
け
'
自
己
中
心
的
な
構
造
な
い
し
は
単
一
中
心
性
に
お

い
て
描
き
だ
す
と
き
へ
世
界
が
多
極
的
に
現
出
す
る
と
い
う
事

態
は
脱
落
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
-
中
略
-
世
界
の
多
中
心
的

な
構
造
を
定
位
し
た
う
え
で
、
わ
た
し
は
わ
た
し
で
な
い
も
の

に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
わ
た
し
と
な
り
、
他
者
も
他
者
そ
れ

自
身
で
は
な
い
も
の
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
他
者
で
あ
り
う

る
と
い
っ
た
相
互
媒
介
性
の
視
点
へ
相
互
補
完
的
な
関
係
性
の

問
題
圏
へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し

は
世
界
「
構
成
」
の
原
点
な
の
で
は
な
-
、
わ
た
し
が
「
構
成
」

し
た
の
で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
い
つ
も
す
で
に
媒
介
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
「
先
構
成
」
　
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
'
複
数
の
そ
れ
ぞ
れ
自
己
完
結
し
た
主
体
が
い
か
に
し
て
相

互
主
体
的
な
共
同
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
の
か
が
問
題
な
の

で
は
な
い
。
対
象
的
な
(
世
界
)
と
(
わ
た
し
　
(
主
体
)
)
と

(
他
者
(
と
も
に
機
能
し
て
い
る
主
体
)
)
と
へ
の
経
験
領
野

の
分
極
化
へ
言
い
か
え
れ
ば
'
主
体
/
客
体
の
分
離
と
自
己
/

他
者
の
分
離
と
が
同
1
事
態
の
両
面
と
し
て
同
時
的
に
生
成
し

て
-
る
或
る
構
造
的
な
歴
史
が
'
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
o
　
(
常
田
清
1
　
「
共
存
の
八
か
た
ち
)
と
そ
の
生
成
」

F
新
・
岩
波
講
座
　
哲
学
』
　
1
0
へ
　
1
九
八
五
年
九
月
)

身
体
と
し
て
の
自
己
と
他
者
と
の
境
界
上
で
'
被
媒
介
的
に
生
成

さ
れ
る
自
/
他
の
〟
主
体
(
わ
た
し
)
〟
 
。
そ
れ
は
'
「
世
界
の
こ
こ

に
身
体
的
に
局
在
化
さ
れ
て
存
在
す
る
ひ
と
り
の
人
称
的
主
体
」

(
芳
田
)
　
で
あ
り
な
が
ら
、
他
者
に
と
っ
て
の
他
者
と
し
て
の
(
わ

た
し
)
へ
　
わ
た
し
に
と
っ
て
の
他
者
と
し
て
の
他
者
の
(
わ
た
し
)

と
い
っ
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
自
己
の
内
面
を
見
る

こ
と
」
は
、
閉
鎖
的
な
「
内
的
体
験
」
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、

境
界
上
で
の
「
他
者
の
眼
を
見
る
こ
と
へ
あ
る
い
は
他
者
の
眼
で
見

る
こ
と
」
へ
　
つ
ま
り
他
者
と
の
対
話
を
内
容
と
す
る
「
内
的
体
験
」

と
し
て
あ
り
、
〟
自
己
意
識
(
=
自
我
・
超
自
我
)
″
も
こ
の
他
者
の

眼
を
介
し
た
〟
主
体
(
わ
た
し
)
″
　
に
関
す
る
意
識
と
し
て
組
織
さ

れ
て
い
-
。
さ
ら
に
自
/
他
そ
れ
ぞ
れ
の
〟
自
己
自
身
〟
な
る
も
の

も
へ
　
こ
の
「
内
的
体
験
」
を
介
し
て
「
他
者
に
対
し
て
、
他
者
を
通

じ
て
自
己
に
対
し
て
」
獲
得
さ
れ
る
〝
自
己
自
身
″
以
外
で
は
な
い
。

そ
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
'
こ
れ
ら
自
/
他
の
〟
主
体
(
わ
た
し
)
〟

〟
自
己
意
識
″
 
〟
自
己
自
身
″
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
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自
-
他
の
　
「
緊
張
に
み
ち
た
出
会
い
」
　
の
場
で
継
起
的
に
生
成
し
形

成
さ
れ
'
変
転
し
更
新
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
。
自
/
他
を
と
り
ま
-

〟
世
界
″
も
、
〟
主
体
″
 
〟
自
己
意
識
″
 
〟
自
己
自
身
″
　
の
自
/
他
分

極
化
と
同
時
に
問
主
観
的
に
生
成
し
'
し
か
も
、
自
-
他
の
「
出
会

い
」
　
の
場
面
に
即
し
て
多
元
的
に
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
点
で

あ
る
。さ

て
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
関
係
的
で
動
的
な
様
態
こ
そ
が

「
存
在
す
る
こ
と
」
　
の
本
性
な
の
だ
と
す
れ
ば
へ
　
そ
の
動
態
は
、

〟
た
じ
ろ
ぎ
竹
〟
ひ
よ
わ
″
と
い
っ
た
価
値
的
な
語
を
も
っ
て
評
せ

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
到
底
あ
り
え
ま
い
。

「
鼻
」
　
の
内
供
は
、
関
係
的
で
継
起
的
な
〟
主
体
(
わ
た
し
)
″
の

生
成
と
「
内
的
体
験
」
と
を
い
き
る
現
実
存
在
の
模
像
と
し
て
あ
る
。

そ
し
て
テ
キ
ス
ト
は
、
他
者
と
の
「
緊
張
に
み
ち
た
出
会
い
」
の
お

り
お
り
に
生
成
さ
れ
た
内
供
の
〟
主
体
″
 
'
対
他
的
な
「
内
的
体
験
」

と
そ
の
変
転
、
ま
た
そ
の
お
り
お
り
に
獲
得
さ
れ
た
〟
自
己
意
識
″

〟
自
己
自
身
″
や
〟
世
界
″
構
成
へ
　
そ
れ
ら
に
応
じ
た
行
動
の
1
々

を
へ
克
明
に
つ
た
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
鼻
」
　
は
'
内
的
領
域
で

出
来
す
る
他
我
へ
の
〟
た
じ
ろ
ぎ
″
や
〟
ひ
よ
わ
な
″
自
我
な
ど
で

は
な
-
、
そ
も
そ
も
「
人
間
に
は
彼
が
主
権
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な

内
的
な
領
域
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
事
実
へ
　
ま
た
、
こ
の
事
実
を

い
き
る
が
ゆ
え
に
被
媒
介
的
で
継
起
的
な
(
わ
た
し
)
を
生
成
し
形

成
し
っ
づ
け
、
「
つ
ね
に
　
『
あ
れ
か
こ
れ
か
ら
　
の
決
断
に
迫
ら
れ
」

イ
ド
・
自
我
・
超
自
我
の
相
克
を
も
て
あ
ま
す
は
か
な
い
人
間
の
存

在
性
(
「
存
在
す
る
こ
と
」
)
　
の
実
際
を
こ
そ
、
よ
-
さ
し
し
め
す
。

●
「
鼻
」
へ
　
も
う
一
つ
の
可
能
性

お
も
う
に
も
被
媒
介
的
で
継
起
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
　
〟
主
体
″

や
〟
自
己
意
識
″
　
に
'
わ
ざ
わ
ざ
〟
ひ
よ
わ
な
〟
と
冠
し
た
り
〟
た

じ
ろ
ぎ
″
を
み
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
は
'
敗
戦
直
後
の
　
″
主
体
性
論

争
″
が
う
み
だ
し
た
〟
主
体
″
観
や
人
間
の
存
在
性
を
め
ぐ
る
共
同

幻
想
と
の
か
か
わ
り
を
う
か
が
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

近
代
市
民
的
個
我
の
確
立
を
め
ぐ
る
こ
の
論
争
は
'
作
田
啓
一

「
共
同
態
と
主
体
性
」
　
(
『
近
代
日
本
社
会
思
想
史
H
』
有
斐
閣
へ
一

九
七
1
年
)
　
に
よ
れ
ば
'
「
『
近
代
』
　
の
価
値
を
内
面
化
し
、
そ
れ
を

一
買
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
性
格
」
を
も
っ
た
「
人
間
」

を
こ
そ
も
と
め
る
'
時
代
の
要
請
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
へ

そ
こ
で
内
面
化
が
期
待
さ
れ
て
い
た
「
近
代
」
　
の
価
値
と
は
、
つ
ぎ

の
諸
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
体
系
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

・
伝
統
の
重
圧
あ
る
い
は
情
動
の
街
迫
に
抗
す
る
合
理
主
義
(
堤

性
の
優
位
の
不
断
の
確
認
)

・
直
接
的
な
状
況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
-
、
ま
た
　
『
長
い
も
の

に
巻
か
れ
』
　
な
い
自
主
性
(
自
己
決
定
性
)

・
以
上
の
二
つ
が
代
表
性
の
原
理
と
結
合
し
た
意
味
で
の
民
主
主

義
・
国
家
あ
る
い
は
そ
の
他
の
集
団
の
個
別
主
義
的
な
要
求
を
拒
否

し
う
る
精
神

・
理
性
な
い
し
歴
史
の
よ
う
な
普
遍
主
義
的
価
値
へ
の
信
仰

お
そ
ら
-
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
教
養
主
義
や
文
化
的
自
由

主
義
へ
精
神
的
自
由
主
義
を
額
導
し
た
カ
ン
ト
的
人
格
主
義
へ
　
理
想
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主
義
の
系
譜
を
ひ
-
こ
の
「
人
間
」
像
は
、
み
ら
れ
る
と
お
り
、
す

べ
て
「
鼻
」
の
内
供
の
ア
ペ
コ
ベ
、
す
な
わ
ち
さ
か
さ
ま
の
像
と
し

て
あ
る
。

○
普
遍
主
義
合
理
主
義
に
ね
ぎ
す
理
性
。

〇
日
的
合
理
的
意
志
決
定
に
む
け
た
自
主
性
。
1
自
己
決
定
性
・
総

合
的
決
定
=
「
外
界
の
諸
要
請
と
内
発
的
な
諸
要
求
を
-
ま
な

-
点
検
し
'
将
来
を
考
慮
し
な
が
ら
、
諸
要
求
を
総
合
的
な
見

地
に
立
っ
て
最
適
度
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
へ
　
行
為
を
決
定
す
る

こ
と
」
。

○
普
遍
的
価
値
へ
の
志
向
と
そ
れ
に
も
と
づ
-
個
別
的
価
値
拒
否
の

精
神
。
1
価
値
一
貫
性
=
「
個
々
の
状
況
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化

に
抗
し
て
'
行
為
主
体
が
自
ら
の
中
に
内
面
化
さ
れ
た
価
値
に
即

し
て
'
1
貫
的
に
行
為
す
る
性
能
」
o

こ
う
し
た
価
値
や
志
向
を
内
面
化
し
た
「
人
間
」
こ
そ
が
、
そ
れ
ら

を
内
面
化
し
な
い
内
供
の
よ
う
な
存
在
性
に
〝
ひ
よ
わ
な
自
我
″
と

の
熔
印
を
お
す
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
格
印
を
お
し
た
「
鼻
」
　
の
評
者
た
ち
に
は
、
〟
主

体
性
論
争
″
が
も
と
め
時
代
が
要
請
し
た
、
「
『
近
代
』
　
の
価
値
を
内

面
化
し
'
そ
れ
を
1
質
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
性
格
」
を

そ
な
え
た
「
人
間
」
が
や
ど
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
評
者
た
ち
が

そ
の
よ
う
な
「
人
間
」
を
や
ど
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
へ
　
「
鼻
」
　
は
'

〟
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
の
た
じ
ろ
ぎ
″
や
〟
ひ
よ
わ
な
自
我
″
を
え
が
-

〟
芥
川
″
　
の
　
〟
作
品
″
 
t
　
と
の
格
印
を
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

*

と
こ
ろ
で
'
「
人
間
に
は
彼
が
主
権
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
内
的

な
債
域
は
存
在
し
な
い
」
以
上
当
然
の
こ
と
だ
が
、
″
主
体
性
論
争
″

の
と
い
た
自
律
的
な
「
人
間
」
像
そ
れ
自
体
は
'
他
者
と
の
境
界
で

被
媒
介
的
に
生
成
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
対
他
的
な
生
成
物
で
あ
る
。

近
代
と
の
境
界
で
生
成
し
、
他
者
と
し
て
の
「
近
代
の
価
値
」
の
ま

な
ざ
し
を
も
っ
て
自
己
を
ま
な
ざ
し
'
こ
れ
に
同
一
化
し
こ
れ
を
内

面
化
す
る
「
内
的
経
験
」
　
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
〝
主
体
″
 
〟
自
己

意
識
″
 
〟
自
己
自
身
″
な
る
も
の
。
「
人
間
」
像
は
'
そ
こ
で
問
主
観

的
に
生
成
し
た
〝
世
界
″
　
に
お
け
る
そ
れ
ら
〟
主
体
″
　
の
拡
張
体
、

そ
れ
ら
と
同
時
に
形
成
さ
れ
た
共
同
構
築
物
に
は
か
な
ら
な
い
。
ま

た
'
そ
う
し
た
「
人
間
」
像
を
や
ど
す
に
い
た
っ
た
「
鼻
」
の
評
者

た
ち
の
〟
主
体
″
も
、
こ
の
「
人
間
」
像
を
称
揚
す
る
(
近
代
市
民

的
個
我
)
言
説
と
い
う
他
者
と
の
境
界
で
生
成
し
、
〝
主
体
性
論
争
″

あ
る
い
は
こ
れ
を
さ
さ
え
た
時
代
状
況
を
背
景
に
、
他
者
と
し
て
の

言
説
を
も
っ
て
自
己
を
ま
な
ざ
し
へ
　
こ
れ
に
同
1
化
し
こ
れ
を
内
面

化
す
る
「
内
的
経
験
」
　
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
〟
主
体
″
 
'
そ
し
て

〟
自
己
意
識
″
　
〟
自
己
自
身
″
な
る
も
の
以
外
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
は
他
者
と
の
境
界
で
の
「
内
的
経
験
」
の
1
つ
、
_
し
か
も

そ
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
事
態
を
お
し
え
て
い
る
。
他
者
へ
の
同
一

化
や
他
者
の
内
面
化
。
こ
こ
で
さ
ら
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
〝
主
体
″
が
、
以
後
の
他
者
と
の
境

界
で
も
同
様
の
〟
主
体
(
わ
た
し
)
″
を
再
生
産
し
て
い
-
こ
と
。

す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
来
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と
の
境
界
で

も
'
言
説
を
内
面
化
し
言
説
の
と
-
「
人
間
」
像
を
普
遍
的
価
値
と
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み
な
す
こ
の
〟
主
体
″
が
、
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
と
同
一
化

し
た
〟
主
体
へ
わ
た
し
)
″
を
、
言
説
に
し
た
が
っ
て
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ

ク
に
「
一
貫
的
に
」
「
選
択
」
、
「
自
己
決
定
」
し
て
い
-
こ
と
に
な

る
点
で
あ
る
。
「
鼻
」
　
テ
キ
ス
ト
と
い
う
他
者
と
の
境
界
の
批
評
の

場
に
お
い
て
お
こ
っ
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
出
来
事
の
1
　
つ
に
は

か
な
ら
な
い
。
評
者
た
ち
の
〟
主
体
(
わ
た
し
)
″
は
、
テ
キ
ス
ト

と
の
境
界
で
の
1
回
的
な
対
他
的
「
内
的
体
験
」
　
の
な
か
で
形
成
さ

れ
た
も
の
で
は
な
-
'
テ
キ
ス
ト
と
の
境
界
で
あ
ら
た
め
て
賦
活
さ

れ
た
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
を
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
〓
買

的
に
」
「
選
択
」
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
は
か

な
ら
な
い
。

(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
シ
ス
　
(
自
己
生
産

的
シ
ス
テ
ム
)
　
と
も
よ
び
た
-
な
る
事
態
だ
が
、
パ
フ
チ
ン
に
い
わ

せ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
へ
発
話
行
為
の
場

の
必
然
と
し
て
の
、
発
話
主
体
に
よ
る
、
世
界
に
流
通
す
る
〟
他
者

の
言
葉
″
　
の
参
照
選
択
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
　
(
こ
れ
に

つ
い
て
は
前
稿
「
説
話
の
言
述
」
　
で
の
べ
た
)
。
そ
の
意
味
で
は
、

評
者
が
テ
キ
ス
ト
に
あ
た
え
た
〟
ひ
よ
わ
な
自
我
″
 
〟
た
じ
ろ
ぎ
″

の
語
は
、
他
者
と
の
「
出
会
い
」
と
こ
れ
へ
の
応
答
の
場
で
、
内
供

に
、
芥
川
に
投
げ
か
え
さ
れ
た
〟
他
者
の
言
葉
″
　
(
こ
こ
で
は
(
近

代
市
民
的
個
我
)
言
説
)
　
だ
っ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
者

と
の
境
界
で
世
界
に
流
通
す
る
〟
他
者
の
言
葉
″
　
に
同
一
化
し
っ
つ

構
成
さ
れ
る
〟
主
体
㌔
　
こ
れ
も
ま
た
「
内
的
経
験
」
　
の
一
つ
の
か

ブ
ロ
フ
ィ
ー
ル

た
ち
、
そ
こ
で
生
成
し
形
成
さ
れ
る
(
わ
た
し
)
の
肖
像
の
1
典

型
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
の
　
〟
他
者
の
言
葉
〟
　
へ
の
同
一
化
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
他
者
と
の
境
界
に
お
け
る
同
〓
l
口
説
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
賦

活
へ
　
参
照
へ
　
選
択
と
し
て
'
す
で
に
自
動
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

に
着
目
す
れ
ば
、
そ
こ
に
言
説
の
制
度
化
と
い
っ
た
事
情
を
う
か
が
っ

て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
制
度
化
さ
れ
た
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説

へ
の
同
1
化
を
も
っ
て
再
生
産
さ
れ
つ
づ
け
る
〟
主
体
㌔
　
こ
れ
も

「
内
的
経
験
」
　
の
1
　
つ
の
様
態
'
生
成
形
成
さ
れ
る
(
わ
た
し
)
　
の

1
類
型
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
〟
他
者
の
言
葉
″
　
(
(
近
代
市

民
的
個
我
)
言
説
)
　
に
同
1
化
す
る
〟
主
体
″
　
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
、
も
し
-
は
制
度
的
な
再
生
産
の
-
り
か
え
し
が
、
も
と
も
と

被
媒
介
的
で
継
起
的
で
し
か
な
い
(
わ
た
し
)
を
無
媒
介
的
で
「
1

貫
」
し
た
(
わ
た
し
)
、
す
な
わ
ち
先
験
的
に
存
在
す
る
自
己
同
1

的
で
自
己
完
結
的
自
足
的
な
構
築
物
と
と
ら
え
さ
せ
、
や
が
て
自
己

同
定
と
自
己
所
有
の
か
た
ち
と
し
て
の
、
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言

説
の
内
な
る
い
わ
ゆ
る
主
体
幻
想
の
定
着
を
み
ち
び
-
に
い
た
る
点

で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
い
き
て
い
る
幻
想
の
一
つ
で

も
あ
る
の
だ
が
'
さ
ら
に
こ
の
主
体
幻
想
は
そ
れ
が
共
同
化
さ
れ
る

と
'
こ
れ
を
共
有
し
な
い
他
者
を
異
端
と
み
な
し
差
異
化
し
て
排
除

す
る
権
力
と
し
て
は
た
ら
-
こ
と
に
も
な
る
。
た
と
え
ば
へ
　
戦
後
日

本
の
知
識
人
が
、
〝
理
性
″
的
な
〟
主
体
性
″
　
も
し
-
は
〟
個
我
〟

の
自
律
へ
確
立
、
一
貫
性
と
い
っ
た
主
体
幻
想
を
生
き
へ
　
そ
の
共
同

化
の
も
と
に
こ
れ
ら
を
宣
揚
し
喧
伝
す
る
こ
と
を
も
っ
て
自
ら
の
役

割
と
認
じ
'
〟
人
格
″
評
価
語
免
と
し
て
の
「
理
性
的
」
「
自
主
性
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(
自
己
決
定
性
)
」
「
価
値
一
貫
性
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
浸
透
へ
定

着
に
つ
と
め
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
役
割
の
遂
行
を
と
お
し

て
み
ず
か
ら
と
非
知
識
人
(
=
近
代
市
民
的
個
我
と
無
縁
な
〟
一
般

大
衆
″
)
　
と
を
区
別
し
'
両
者
の
差
異
化
を
お
し
す
す
め
て
い
く
こ

と
で
自
己
同
定
と
自
己
所
有
を
は
た
そ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
は
へ
　
そ

の
み
や
す
い
事
例
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
異
端
の
産
出
・

否
認
の
実
践
に
よ
る
正
統
の
構
成
(
=
否
定
的
同
質
化
、
丸
山
典
男

「
思
想
と
政
治
」
一
九
五
七
年
)
　
と
い
っ
た
意
義
を
は
ら
む
。
「
鼻
」

へ
の
批
評
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
'
主
体
幻
想
を
い
き
る
評
者

た
ち
の
否
定
的
同
質
化
に
よ
る
異
端
=
「
鼻
」
テ
キ
ス
ト
の
所
有
へ

そ
れ
を
通
じ
た
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
の
正
統
化
お
よ
び
言
説

を
内
面
化
し
た
〝
自
己
自
身
″
　
の
同
定
と
い
っ
た
こ
と
が
'
そ
こ
で

は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
「
鼻
」
テ
キ
ス
ト
に
お
さ
れ
た
、
他
我
へ
の
〟
た
じ

ろ
ぎ
″
や
〟
ひ
よ
わ
な
″
自
我
を
え
が
-
〟
芥
川
″
　
の
〟
作
品
〟
　
と

い
っ
た
格
印
は
'
言
説
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
シ
ス
や
言
説
の
制
度
化
の

も
と
で
〟
主
体
性
″
を
め
ぐ
る
共
同
幻
想
を
生
き
(
近
代
市
民
的
個

戟
)
言
説
を
内
面
化
す
る
に
い
た
っ
た
(
わ
た
し
)
た
ち
の
、
そ
の

制
作
物
　
(
=
作
品
)
　
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
へ
　
こ
の

(
わ
た
し
)
た
ち
が
〟
他
者
の
言
葉
″
と
し
て
の
言
説
を
な
ぞ
り
つ

つ
お
こ
な
っ
た
言
表
の
再
生
産
　
(
-
批
評
)
　
を
介
し
て
、
(
近
代
市

民
的
個
我
)
言
説
が
正
統
化
さ
れ
、
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
お

も
え
ば
、
こ
の
制
作
物
は
、
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
を
称
揚
L
へ

自
律
的
1
貫
的
な
〟
主
体
性
″
(
自
己
同
1
的
で
自
己
完
結
的
自
足

的
な
構
築
物
と
し
て
の
〟
主
体
″
像
)
を
め
ぐ
る
主
体
幻
想
を
受
容

者
の
う
ち
に
は
ぐ
-
み
へ
　
そ
の
1
方
で
知
識
人
と
非
知
識
人
と
の
差

異
化
を
は
か
り
つ
つ
自
己
を
同
定
へ
　
所
有
す
る
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア

(
-
媒
体
)
　
と
し
て
も
機
能
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

近
代
や
(
近
代
市
民
的
個
我
)
言
説
と
の
境
界
で
'
そ
う
し
た
他

者
へ
の
同
一
化
を
内
容
と
し
た
「
内
的
体
験
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
〟
主
体
(
わ
た
し
)
㌔
(
近
代
市
民
的
個
我
)

言
説
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
シ
ス
や
言
説
の
制
度
化
の
も
と
で
再
生
産
さ

れ
て
い
っ
た
〟
主
体
(
わ
た
し
)
㌔
主
体
幻
想
定
着
の
由
来
。
批
評

の
メ
デ
ィ
ア
性
。
あ
る
い
は
、
批
評
の
発
話
行
為
の
場
の
出
来
事
と

し
て
の
、
世
界
に
流
通
す
る
〟
他
者
の
言
葉
″
や
言
説
の
作
用
へ
言

説
と
共
同
体
と
の
関
係
、
ま
た
言
述
と
言
表
と
に
ふ
-
ま
れ
る
自
己

と
地
者
(
=
テ
キ
ス
ト
へ
読
者
)
　
の
所
有
を
め
ぐ
る
欲
望
、
権
力
性
へ

等
々
。
「
品
」
テ
キ
ス
ト
は
'
こ
れ
を
め
ぐ
る
批
評
の
あ
り
様
を
介

し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
も
よ
-
お
し
え
る
。
教
材
と
し
て
の

可
能
性
は
'
こ
こ
に
も
あ
る
。

●
二
つ
の
　
〟
主
体
性
〟

さ
て
'
こ
こ
ま
で
、
「
晶
」
　
テ
キ
ス
ト
に
″
ひ
よ
わ
さ
〟
や
　
〟
た

じ
ろ
ぎ
″
を
み
る
批
評
に
つ
い
て
へ
　
こ
れ
を
敗
戦
直
後
の
〝
主
体
性

論
争
″
　
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
ぺ
て
き
た
が
'
こ
の
点
に
つ
い

て
は
い
さ
さ
か
の
不
審
を
の
こ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
体
幻

想
は
西
欧
近
代
の
所
産
、
そ
の
意
味
で
こ
の
起
源
は
明
治
維
新
以
来

の
啓
蒙
思
想
に
か
か
わ
る
も
の
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
現
に
へ
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昨
今
の
日
本
の
近
代
を
と
い
な
お
す
議
論
も
、
そ
の
起
源
を
明
治
期

も
し
-
は
近
世
中
後
期
に
も
と
め
て
'
そ
こ
で
の
言
説
分
析
を
中
心

と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
ま
た
へ
　
〟
主
体
性
論
争
″
　
の
説
-
〟
主

体
″
が
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
教
養
主
義
、
文
化
的
自
由
主
義
へ

精
神
的
自
由
主
義
を
領
導
し
た
カ
ン
ト
的
人
格
主
義
、
理
想
主
義
の

系
譜
を
ひ
-
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
'
し
か
も
そ

れ
が
芥
川
の
い
き
た
時
代
の
出
来
事
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

評
者
の
評
は
テ
キ
ス
ト
生
成
の
時
空
の
〟
主
体
″
観
を
た
だ
し
-
見

き
わ
め
た
う
え
で
な
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

等
々
。た

し
か
に
、
一
八
七
三
　
(
明
治
六
)
年
、
西
周
を
中
心
に
結
成
さ

れ
た
明
六
社
は
近
代
的
自
立
的
国
民
の
育
成
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ

た
L
へ
福
沢
諭
吉
も
『
学
問
の
す
1
め
]
　
三
編
(
1
八
七
三
年
1
二

月
)
　
で
「
独
立
と
は
自
分
に
て
自
分
の
身
を
支
配
L
へ
　
他
に
依
り
す

が
る
心
な
き
を
云
ふ
」
と
「
1
身
独
立
」
を
説
い
て
'
自
覚
的
個
人

の
形
成
の
必
要
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
'
そ
の
余
波
と
し
て
お
こ
っ

た
自
由
民
権
運
動
は
個
人
主
義
思
想
の
誕
生
と
ふ
か
-
か
か
わ
り
へ

結
局
は
「
内
部
生
命
」
　
の
追
究
に
挫
折
す
る
北
村
透
谷
を
し
て
、

「
吾
人
の
眼
球
を
1
転
し
て
'
吾
国
の
歴
史
に
於
て
空
前
絶
後
な
る

一
主
義
の
萌
芽
を
観
察
せ
し
め
よ
。
則
ち
民
権
と
い
ふ
名
を
以
て
起

り
た
る
個
人
主
義
精
神
へ
　
是
な
り
」
　
(
「
明
治
文
学
管
見
」
へ
　
F
評
論
』

1
八
九
三
年
四
月
)
と
い
わ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、

内
村
艦
三
の
ご
と
-
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
も
と
づ
い
て
政
治
・

社
会
・
家
庭
の
善
に
先
行
す
る
「
善
き
個
人
」
を
説
-
個
人
主
義

(
「
国
家
と
家
庭
と
個
人
」
、
『
万
朝
報
』
一
九
〇
〇
年
)
、
あ
る
い
は

ニ
ー
チ
ェ
イ
ズ
ム
　
(
貴
族
的
個
人
主
義
)
　
の
も
と
に
自
我
の
至
上
と

説
い
た
晩
年
の
高
山
樗
牛
(
「
美
的
生
活
を
論
ず
」
、
『
太
陽
』
一
九

〇
1
年
八
月
)
　
な
ど
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
民
権
運
動
の
う

ん
だ
思
潮
が
'
島
崎
藤
村
へ
　
『
明
星
j
　
(
「
わ
れ
ら
は
互
に
自
我
の
詩

を
発
揮
せ
ん
と
す
」
　
1
九
〇
〇
年
九
月
)
　
と
つ
づ
-
浪
浸
派
へ
　
そ
れ

ら
と
一
見
対
立
し
て
い
る
か
に
み
え
る
日
本
流
自
然
主
義
　
(
告
白
や

自
己
描
出
に
よ
る
自
我
の
模
索
)
　
な
ど
の
う
ご
き
に
共
通
の
背
景
と

し
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
し
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
く

わ
え
て
'
1
九
〇
四
年
の
日
露
戦
争
後
の
「
『
自
我
』
　
や
F
個
人
』

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
精
神
的
な
動
向
」
　
(
松
沢
弘
陽

「
自
由
主
義
論
」
、
『
日
本
通
史
』
　
l
 
'
岩
波
苔
店
、
1
九
九
四
年
)

の
な
か
、
「
当
時
の
文
壇
に
は
'
-
中
略
-
自
我
の
解
放
と
か
個
性

の
自
由
と
か
い
う
観
念
が
、
個
人
主
義
の
哲
学
的
な
体
系
を
整
え
な

い
ま
で
も
、
一
つ
の
新
し
い
傾
向
と
し
て
現
れ
」
　
(
『
寒
村
自
伝
』
)
、

そ
こ
に
は
、
自
我
の
全
肯
定
か
ら
(
自
然
)
と
い
う
普
遍
に
つ
き
ぬ

け
よ
う
と
し
た
白
樺
派
　
(
武
者
小
路
実
篤
「
『
自
己
の
為
』
　
及
び
其

他
に
つ
い
て
」
、
『
白
樺
』
一
九
1
二
年
二
月
な
ど
)
、
反
自
然
主
義

を
標
梼
し
っ
つ
主
観
と
感
能
の
燃
焼
に
生
の
充
足
を
も
と
め
た
耽
美

派
(
永
井
荷
風
・
谷
崎
潤
一
郎
、
等
)
　
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

激
石
に
　
〝
自
己
本
位
″
　
に
い
き
る
こ
と
の
た
だ
し
さ
を
確
信
を
も
っ

て
と
い
た
「
私
の
個
人
主
義
」
　
(
1
九
1
四
年
1
　
1
月
二
五
日
へ
　
学

習
院
輔
仁
会
講
演
)
　
が
あ
り
、
荒
畑
寒
村
と
と
も
に
　
『
近
代
思
想
』

を
創
刊
　
(
一
九
一
二
年
)
　
し
た
大
杉
栄
に
も
'
「
必
然
か
ら
自
由
へ
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の
飛
躍
的
生
活
!
　
外
的
強
迫
か
ら
内
的
発
意
へ
の
創
造
的
生
活
!

是
れ
実
に
社
会
主
義
の
理
想
と
す
る
最
後
の
目
標
で
あ
る
」
と

〝
内
的
発
意
″
　
の
重
要
性
を
と
-
「
生
の
創
造
」
　
二
九
1
四
年
)

や
「
近
代
個
人
主
義
の
諸
相
」
　
(
一
九
一
五
年
)
　
「
個
人
的
思
索
」

(
1
九
1
六
年
)
　
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
わ
す
れ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。け

れ
ど
も
へ
　
こ
こ
で
ま
ず
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
は
'
こ
れ
ら

の
敗
戦
以
前
へ
　
と
-
に
「
舟
」
が
登
場
す
る
以
前
に
も
と
め
ら
れ
た

〟
主
体
性
″
と
'
敗
戦
直
後
に
も
と
め
ら
れ
た
そ
れ
と
の
相
違
で
あ

ろ
う
。
丸
山
鼻
男
は
〟
日
本
の
「
文
学
的
」
思
考
様
式
″
　
に
ふ
れ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
　
(
『
現
代
日
本
の
革
新
思
想
』
河
出

書
房
、
一
九
六
六
年
)
0

主
体
性
と
い
う
の
は
'
内
な
る
「
純
粋
」
な
欲
求
や
心
情
を
'

既
成
の
権
威
や
戒
律
に
は
ば
か
ら
ず
に
外
に
む
か
っ
て
放
出
す

る
こ
と
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。
複
数
の
目
標
や
コ
ー
ス
を
前

提
と
し
て
、
不
断
に
状
況
認
識
し
な
が
ら
、
自
分
で
そ
の
な
か

か
ら
選
択
す
る
と
い
う
意
味
の
主
体
性
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
〟
主
体
性
″
は
'
日
本
の
近
代
文
学
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
〟
閉
ざ
さ
れ
た
自
我
″
 
〝
自
我
の
解
放
″
 
〟
個
の
抑
圧
″
と
い
っ
た

モ
テ
ィ
ー
フ
性
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
〟
主
体
性
″
は
、
非
社
会

的
、
し
た
が
っ
て
対
社
会
的
と
い
う
よ
り
は
脱
社
会
的
な
個
の
自
立

性
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
'
そ
う
し
た
個
も
し
-
は
個
と
し
て
欲
求

の
認
知
へ
あ
る
い
は
個
の
解
放
、
そ
の
居
場
所
の
確
保
へ
の
課
題
と

し
て
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
主
我
主
義
(
エ
ゴ
イ
ズ
ム
)

を
め
ぐ
る
議
論
や
個
人
主
義
の
主
張
に
む
す
ば
れ
る
の
も
'
こ
れ
に

よ
る
。
丸
山
は
そ
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

文
学
・
芸
術
が
反
政
治
的
な
の
は
'
あ
る
意
味
で
文
学
・
芸
術

の
宿
命
な
ん
で
す
が
、
日
本
の
「
伝
統
」
の
場
合
に
は
'
反
政

治
的
と
い
う
よ
り
非
政
治
的
ま
た
は
、
脱
政
治
的
に
傾
-
の
で
'

現
在
で
も
文
学
的
発
想
へ
の
移
行
は
政
治
的
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に

い
-
よ
り
は
、
政
治
的
ア
パ
シ
ー
と
隠
遁
に
い
-
内
在
的
傾
向

を
ヨ
リ
多
-
も
っ
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
ま
す
。
(
同
前
)

丸
山
は
勿
論
、
そ
う
し
た
〟
主
体
性
″
で
は
な
-
後
者
の
「
複
数

の
目
標
や
コ
ー
ス
を
前
提
と
し
て
、
不
断
に
状
況
認
識
し
な
が
ら
へ

自
分
で
そ
の
な
か
か
ら
選
択
す
る
と
い
う
意
味
の
主
体
性
」
を
称
揚

す
る
側
に
い
る
。
す
な
わ
ち
自
主
決
定
性
(
=
総
合
的
決
定
)
　
や
価

値
一
貫
性
を
も
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
、
時
と
し
て
反
社
会
的
で
も

あ
り
う
る
'
対
社
会
的
な
個
の
自
律
性
に
お
い
て
〟
主
体
性
″
を
と

ら
え
へ
　
そ
う
し
た
〟
主
体
性
″
　
の
確
立
の
必
要
を
説
-
側
に
い
る

(
た
だ
し
へ
　
こ
れ
に
つ
い
て
の
異
論
が
斉
藤
純
1
　
「
丸
山
匠
男
に
お

け
る
多
元
化
の
エ
ー
ト
ス
」
へ
冒
心
想
』
　
1
九
九
八
年
1
月
)
　
に
み
え

る
)
　
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
に
た
っ
た
〟
日
本
の
「
文
学
的
」

思
考
様
式
″
　
の
″
主
体
性
″
　
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
さ
き
に
あ
げ
た

明
治
・
大
正
初
期
の
謡
言
表
の
性
格
を
よ
-
説
明
す
る
よ
う
に
お
も
う
。

戦
時
体
制
下
に
新
カ
ン
ト
主
義
哲
学
に
し
た
し
ん
だ
丸
山
が
対
比

的
に
提
示
す
る
自
律
的
な
〟
主
体
性
″
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期

の
教
養
主
義
、
文
化
的
自
由
主
義
へ
精
神
的
自
由
主
義
を
領
導
し
た

カ
ン
ト
的
理
想
主
義
の
系
譜
を
ひ
-
も
の
と
み
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
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は
、
指
摘
さ
れ
る
〝
日
本
の
「
文
学
的
」
思
考
様
式
″
を
も
っ
て
戦

前
一
般
の
　
〟
主
体
性
″
観
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
け
れ
ど

も
、
こ
こ
で
い
う
カ
ン
ト
的
理
想
主
義
人
格
主
義
と
は
、
朝
永
三
十

郎
(
『
近
世
に
於
け
る
「
我
」
　
の
自
覚
史
』
　
1
九
二
ハ
年
1
月
)
　
や

阿
部
次
郎
　
(
カ
ン
ト
派
理
想
主
義
哲
学
者
T
・
リ
ッ
プ
ス
　
『
倫
理
学

の
根
本
問
題
』
一
九
一
六
年
七
月
訳
出
、
『
合
本
二
二
太
郎
の
日
記
』

1
九
1
八
年
)
、
な
ど
が
提
示
紹
介
し
た
も
の
で
、
そ
の
流
通
は

「
鼻
」
　
テ
キ
ス
ト
の
生
成
　
(
一
九
一
六
年
二
月
)
　
以
後
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
こ
れ
を
も
と
に
と
な
え
ら
れ
た
文
化
的
自
由
主
義
へ
精

神
的
自
由
主
義
は
'
国
家
的
価
値
に
対
す
る
非
国
家
的
価
値
の
自
立

性
の
主
張
を
も
っ
ぱ
ら
と
し
　
(
三
谷
太
一
郎
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

論
』
中
央
公
論
社
へ
一
九
七
四
年
)
、
大
正
教
養
主
義
も
「
権
力
に

対
抗
し
て
自
由
を
主
張
す
る
よ
り
へ
権
力
に
対
し
て
無
関
心
に
　
『
内

的
自
由
』
を
追
究
す
る
傾
向
を
生
み
出
し
た
」
　
(
石
田
雄
『
日
本
の

政
治
と
言
葉
　
上
』
東
大
出
版
会
へ
　
1
九
八
九
年
)
　
と
す
る
指
摘
も

あ
る
。
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
'
丸
山
の
い
う
〟
日
本
の
「
文
学
的
」

思
考
様
式
″
と
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
受
容
さ
れ
た
カ
ン
ト
で
あ
っ

て
、
す
-
な
-
と
も
「
鼻
」
テ
キ
ス
ト
生
成
時
の
〝
主
体
性
″
観
は
'

評
者
た
ち
の
信
奉
す
る
対
社
会
的
な
個
の
自
律
性
と
い
う
よ
り
は
な

お
非
社
会
的
、
脱
社
会
的
な
個
の
自
立
性
へ
の
希
求
と
と
も
に
あ
っ

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
へ
　
さ
き
に
み
た
「
舟
」
　
の
批
評
テ
キ
ス
ト
は
〟
主
体
性

論
争
″
　
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
と
か
れ
た
自
律
的
〟
主
体
性
″
　
に
準

拠
し
て
い
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
た
か
い
。
あ
る
い
は
評
者
の
視
野

に
芥
川
の
い
き
た
大
正
教
養
主
義
時
代
の
理
想
主
義
思
想
が
あ
り
、

そ
の
批
評
も
、
芥
川
の
街
学
的
西
洋
趣
味
へ
淑
石
門
下
の
先
輩
に
あ

た
る
阿
部
と
の
関
係
、
学
生
時
代
に
大
塚
保
治
の
講
義
を
通
じ
て
新

カ
ン
ト
主
義
者
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
文
化
哲
学
に
接
し
て
い
た
こ
と

(
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
、
な
お
松
本
常
彦
「
歴
史
は
は
た
し
て
物

語
か
、
歴
史
観
の
再
検
討
-
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
影
・
序
」
、
『
国
文
学
』

一
九
九
六
年
四
月
へ
　
参
照
)
　
な
ど
か
ら
、
「
鼻
」
以
前
の
芥
川
カ
ン

ト
受
容
の
可
能
性
を
う
か
が
い
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
み
な
せ

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
'
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
そ
れ

は
や
は
り
〟
主
体
性
論
争
″
　
の
ま
な
ざ
し
に
み
ち
び
か
れ
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

「
鼻
」
　
の
批
評
テ
キ
ス
ト
は
〟
日
本
の
「
文
学
的
」
思
考
様
式
″

と
し
て
の
〟
主
体
性
″
　
に
即
し
て
テ
キ
ス
ト
を
批
評
す
る
の
で
は
な

-
'
お
そ
ら
-
は
こ
れ
を
批
判
す
る
〟
主
体
性
論
争
〟
　
に
お
い
て
も

と
め
ら
れ
た
〝
主
体
性
″
に
即
し
て
テ
キ
ス
ト
を
批
評
し
た
。
そ
の

意
味
で
'
そ
れ
ら
の
批
評
は
'
「
鼻
」
批
評
の
名
を
か
り
た
〟
日
本

の
「
文
学
的
」
思
考
様
式
″
批
評
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

●
「
鼻
」
　
の
ト
ポ
ス

と
こ
ろ
で
、
丸
山
良
男
の
指
摘
す
る
二
つ
の
〟
主
体
性
″
は
、
こ

の
よ
う
し
て
従
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
「
鼻
」
批
評
の
素
性
を
た
し

か
め
さ
せ
る
が
、
と
同
時
に
、
「
鼻
」
テ
キ
ス
ト
生
成
の
場
の
位
相
、

特
に
生
成
の
場
に
お
け
る
〟
主
体
性
″
　
の
と
ら
え
ら
れ
方
に
つ
い
て

も
有
効
な
示
唆
を
あ
た
え
て
い
る
。
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丸
山
の
区
分
に
し
た
が
え
ば
'
「
鼻
」
　
テ
キ
ス
ト
生
成
の
場
に
お

け
る
〟
主
体
性
″
は
″
日
本
の
「
文
学
的
」
思
考
様
式
″
と
し
て
の

〟
主
体
性
″
 
、
す
な
わ
ち
、
非
も
し
-
は
脱
社
会
的
な
個
の
自
立
性

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
'
個
も
し
-
は
個
と
し
て
の
欲
求
の
認
知
へ

個
の
解
放
を
め
ぐ
っ
て
問
題
化
さ
れ
た
〟
主
体
性
〟
　
で
あ
る
。
こ
う

し
た
　
〟
主
体
性
″
　
の
位
相
を
よ
-
理
解
す
る
た
め
に
は
'
従
来
も
く

り
か
え
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
'
そ
れ
が
家
と
個
人
、
国
家

と
個
人
と
の
関
係
、
特
に
前
者
に
よ
る
後
者
の
抑
圧
、
後
者
の
前
者

か
ら
の
離
脱
志
向
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
む
け
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

個
の
自
立
性
の
確
保
と
解
放
へ
の
欲
求
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て

の
〟
家
″
　
と
〟
国
家
㌔
　
そ
の
こ
と
は
'
た
と
え
ば
森
鴎
外
の
生
涯

や
「
舞
姫
」
の
テ
ー
マ
性
に
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、

こ
う
し
た
構
図
が
明
治
政
府
の
め
ざ
し
た
近
代
国
家
形
成
の
施
策
に

よ
っ
て
あ
ら
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
、

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
福
沢
諭
吉
は
「
一
身

独
立
」
を
「
一
国
独
立
」
　
の
目
的
に
む
け
た
手
段
と
し
て
と
い
て
お

り
　
(
『
学
問
の
す
1
め
』
　
三
福
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
る
こ

と
」
)
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
啓
蒙
思
想
の
鬼
子
と
し
て
の
民
権
運

動
を
ま
え
に
し
て
は
「
貧
人
に
教
育
を
与
ふ
る
の
利
害
、
恩
は
ざ
る

べ
か
ら
ず
」
　
(
「
貧
富
智
愚
の
説
」
一
八
八
九
年
)
　
と
の
べ
る
は
か
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
へ
個
の
自
覚
が
国
家
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
な
が
ら
、

や
が
て
そ
の
お
な
じ
国
家
に
よ
っ
て
個
が
抑
圧
さ
れ
て
い
-
あ
り
よ

う
を
よ
-
つ
た
え
て
い
る
。
ま
た
へ
家
が
個
へ
の
抑
圧
と
し
て
は
た

ら
い
た
こ
と
も
、
同
様
の
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
れ
は
'
単
に
前
近
代

の
封
建
的
遺
制
と
い
う
ば
か
り
で
な
-
、
遺
制
か
ら
の
脱
却
と
社
会
・

経
済
体
制
の
近
代
化
を
う
な
が
し
た
国
家
が
'
こ
れ
に
よ
っ
て
出
来

し
た
忠
孝
遺
徳
秩
序
の
ゆ
る
み
、
急
激
な
資
本
主
義
経
済
の
進
展
に

と
も
な
う
都
市
部
へ
の
人
口
流
出
と
核
家
族
の
形
成
へ
農
村
部
の
家

の
没
落
や
家
産
の
崩
壊
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
に
と
っ
た
'
〟
家
族

国
家
観
″
　
に
も
と
づ
-
家
族
制
度
護
持
の
姿
勢
と
か
か
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
岩
井
忠
熊
「
明
治
国
家
の
思
想
構
造
」
　
(
『
近
代
日
本
社

会
思
想
史
I
』
有
斐
閣
、
1
九
六
八
年
)
　
が
紹
介
す
る
、
1
九
〇
七

年
へ
　
「
父
母
は
尊
敬
す
べ
し
'
然
れ
ど
も
吾
人
は
父
母
の
前
に
奴
隷

た
る
の
義
務
な
し
」
と
主
張
し
た
社
会
主
義
者
山
口
孤
剣
が
秩
序
壊

乱
の
罪
で
禁
飼
三
カ
月
に
処
せ
ら
れ
た
事
実
へ
　
1
九
二
年
、
「
家

は
人
間
の
雨
宿
り
で
こ
ん
な
も
の
を
法
律
で
認
む
る
必
要
は
な
い
。

家
族
制
度
も
不
必
要
で
西
洋
の
ご
と
-
個
人
主
義
で
結
構
な
り
」
と

請
抗
し
た
京
都
大
学
法
科
教
授
岡
村
司
が
詮
虫
上
l
処
分
と
な
っ
た
事
実

な
ど
は
へ
　
そ
の
な
に
よ
り
の
証
拠
。
国
家
に
よ
る
封
建
遺
制
か
ら
の

脱
却
の
称
揚
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
た
個
は
家
'
と
い
う
よ
り
実
は

家
族
制
度
と
対
立
L
へ
　
こ
れ
を
ま
も
ろ
う
と
す
る
国
家
に
よ
っ
て
抑

圧
さ
れ
、
個
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
個
人
主
義
も
抑
圧
さ
れ
た
の
で

あ
る
。こ

う
し
て
'
国
家
は
啓
蒙
思
想
が
め
ざ
め
さ
せ
た
個
を
抑
圧
し
た

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
抑
圧
の
も
と
で
〝
主
体
性
″
は
問
題
化
さ

れ
た
。
さ
き
に
し
め
し
た
明
治
・
大
正
初
期
の
言
表
群
は
そ
こ
で
う

ま
れ
、
家
の
主
題
に
ふ
か
-
か
か
わ
る
文
学
テ
キ
ス
ト
群
(
樋
口
1
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葉
「
十
三
夜
」
(
1
八
九
五
年
)
、
徳
富
正
花
「
不
如
帰
」
(
1
八
九

八
～
九
九
年
)
へ
正
宗
白
鳥
「
何
処
へ
」
八
一
九
〇
八
年
連
載
開
始
)
I

島
崎
藤
村
「
家
」
八
一
九
一
〇
年
連
載
開
始
)
な
ど
)
　
も
同
様
に
そ

こ
で
読
者
を
え
た
の
で
あ
る
。

近
代
国
家
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
の
近
代
的
自
立
的
国
民
の

育
成
を
は
か
る
国
家
と
、
そ
の
同
じ
国
家
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
近

代
的
自
立
的
国
民
と
。
近
代
化
に
価
値
を
お
き
自
主
決
定
性
(
=
総

合
的
決
定
)
・
価
値
一
買
性
を
も
っ
て
お
り
お
り
の
政
策
を
「
選
択
」

的
に
実
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
'
〟
主
体
性
論
争
″
の
も

と
め
た
〟
主
体
性
″
は
む
し
ろ
明
治
国
家
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と

い
え
そ
う
だ
が
、
個
は
、
そ
の
国
家
の
〟
主
体
性
″
　
の
行
使
を
ま
え

に
'
こ
れ
に
抗
し
あ
ら
が
い
、
そ
こ
か
ら
の
逃
亡
へ
離
脱
を
-
わ
だ

て
、
み
ず
か
ら
を
宙
吊
り
に
し
つ
つ
、
個
が
個
と
し
て
あ
る
そ
の
こ

と
の
認
知
を
も
と
め
つ
づ
け
て
'
こ
う
し
た
言
表
を
産
出
し
ま
た
享

受
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
の
個
と
し
て
認
知
が
保
障
さ
れ

(
た
か
の
よ
う
に
幻
想
で
き
)
　
た
と
こ
ろ
で
個
の
自
律
的
な
あ
り
よ

う
と
し
て
の
〟
主
体
性
″
　
(
自
主
決
定
性
-
総
合
的
決
定
・
価
値
1

買
性
の
如
何
)
を
問
う
の
と
は
こ
と
な
る
、
よ
り
現
実
的
な
、
個
そ

れ
自
体
の
存
在
の
自
立
性
へ
の
問
い
か
け
'
つ
ま
る
と
こ
ろ
へ
　
個
の

単
独
者
i
j
し
て
位
置
ど
り
(
=
〝
主
体
性
″
)
　
の
確
保
の
如
何
を
問

う
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
明
治
国
家
の
め
ざ
し
た
近
代
化
は
、
構
造
的
に
は
'
階

層
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
有
機
的
統
一
体
と
し
て
の
　
(
封
建
的
)
世

界
像
の
解
体
、
い
わ
ば
コ
ス
モ
ス
の
解
体
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
だ
が
'

そ
れ
は
世
界
の
構
成
要
素
の
同
1
レ
ベ
ル
化
を
う
な
が
す
運
動
で
も

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
的
自
立
的
国
民
の
育
成
と
は
、
階
層

的
秩
序
か
ら
個
を
解
放
し
て
自
我
を
覚
醒
し
、
個
相
互
の
紐
帯
を
い

ち
ど
喪
失
さ
せ
る
と
同
時
に
へ
個
を
あ
ら
た
な
秩
序
と
調
和
を
そ
な

え
た
コ
ス
モ
ス
　
(
国
民
国
家
)
　
の
構
成
員
と
し
て
つ
-
り
か
え
へ
　
そ

れ
ら
を
再
統
合
し
よ
う
と
し
た
営
為
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
覚
醒
さ
せ
ら
れ
た
個
我
は
「
権
力
に
対
し
て
無
関
心
に
　
『
内
的
自

由
』
を
追
究
す
る
傾
向
」
を
も
っ
て
国
家
的
価
値
に
対
す
る
非
国
家

的
価
値
の
自
立
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
な
コ
ス
モ
ス
へ

の
編
入
を
拒
絶
し
「
内
的
自
由
」
を
追
究
し
っ
つ
個
そ
れ
自
体
の
存

在
論
的
価
値
の
自
立
性
(
=
〟
主
体
性
″
)
　
を
要
求
し
'
単
独
者
と

し
て
の
宙
吊
り
の
位
置
に
こ
そ
固
執
し
て
国
家
や
家
と
い
う
名
の
他

者
に
対
略
し
っ
づ
け
、
境
界
線
を
ひ
き
つ
づ
け
る
。
明
治
の
近
代
化

は
、
そ
れ
自
身
他
者
と
し
て
、
こ
う
し
た
個
我
を
生
成
し
て
い
-
運

動
で
あ
る
は
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
ア
ポ
リ
ア
の
正
体
な
の
だ
、

と
。と

こ
ろ
で
、
こ
う
し
て
み
て
-
る
と
へ
　
こ
の
宙
吊
り
の
位
置
、
す

な
わ
ち
国
家
や
家
と
い
う
名
の
他
者
と
の
桔
抗
を
通
じ
て
つ
く
り
だ

さ
れ
た
境
界
こ
そ
が
、
明
治
・
大
正
初
期
の
〝
主
体
″
が
生
成
し
形

成
さ
れ
へ
　
ま
た
こ
の
〟
主
体
″
　
に
よ
っ
て
個
や
個
人
主
義
を
め
ぐ
る

言
表
が
産
出
さ
れ
た
ト
ポ
ス
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
者

と
の
境
界
で
他
者
と
の
関
係
を
つ
う
じ
て
生
成
し
'
他
者
と
括
抗
す

る
〟
自
己
自
身
″
　
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
の
〟
主
体
(
わ
た
し
)
〟
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は
、
宙
吊
り
の
ま
ま
、
個
の
居
場
所
を
他
者
の
外
部
に
も
と
め
て
防

捜
し
っ
づ
け
る
。
諸
言
表
が
し
め
す
そ
の
筋
径
の
あ
り
よ
う
は
、
自

己
そ
の
も
の
を
内
的
に
追
究
し
て
　
〟
自
己
自
身
″
な
る
も
の
の
自
立

性
を
た
し
か
め
よ
う
と
し
た
り
、
自
己
が
国
家
や
家
を
こ
え
て
普
遍

へ
と
つ
き
ぬ
け
て
い
-
回
路
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
〟
自
己
自
身
″
な
る

も
の
空
白
を
う
め
よ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
己
の
あ
り
か
を
身

体
に
も
と
め
身
体
の
解
放
に
お
い
て
〟
自
己
自
身
″
な
る
も
の
の
実

在
を
感
取
し
ょ
う
と
し
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
だ
が
'
い
ず
れ
も
こ
の
境

界
で
'
宙
吊
り
の
位
置
か
ら
'
啓
蒙
思
想
が
覚
醒
し
た
自
立
的
個
我

を
内
面
化
し
っ
つ
個
の
居
場
所
を
他
者
の
外
部
に
確
保
し
ょ
う
と
し

た
い
と
な
み
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
い
。
お
そ
ら
-
は
「
鼻
」

テ
キ
ス
ト
も
ま
た
へ
　
こ
の
境
界
の
、
宙
吊
り
の
位
置
に
生
成
し
て
い

る
〟
主
体
″
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

●
説
話
と
〟
主
体
″

な
が
い
　
〝
ま
え
お
き
〟
　
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
小
論
が
こ
れ
か

ら
話
題
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
説
話
と
〟
主
体
″
　
に
つ
い
て
の
課

題
で
あ
る
。
「
鼻
」
を
め
ぐ
っ
て
い
-
つ
か
の
シ
ー
ン
を
と
り
あ
げ

た
の
は
へ
そ
の
考
察
の
前
提
を
な
す
〟
主
体
″
に
つ
い
て
へ
小
論
の

と
ら
え
方
を
明
確
に
し
た
り
そ
の
諸
相
を
概
観
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
材
料
を
そ
れ
ら
が
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
鼻
」
の
読
み
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
心
が
あ
っ

て
の
こ
と
で
は
毛
頭
な
い
。

自
己
と
他
者
と
の
境
界
で
生
成
す
る
〟
主
体
㌔
　
こ
う
し
た
〟
主

体
″
　
の
と
ら
え
方
は
、
従
来
の
説
話
研
究
に
は
な
じ
み
の
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
〟
主
体
″
概
念
自
体
が
、
古
典
研
究
の
世
界

で
は
忌
避
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
し
　
(
に
も
か
か
わ
ら
ず

研
究
者
の
〟
主
体
″
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
す
ぎ
る
ほ
ど
参
入
し
て
い
る
の

だ
が
)
、
特
に
伝
承
性
が
強
調
さ
れ
社
会
史
風
俗
史
研
究
の
資
料
と

さ
れ
て
き
た
説
話
に
お
い
て
は
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
伝
承
と
は
伝
承
素
材
の
忠
実
な
再
生
に
よ
る
う
け
わ
た
し
の
こ

と
。
伝
承
者
は
つ
ぎ
な
る
伝
承
者
へ
の
単
な
る
仲
介
者
。
こ
の
規
定

の
も
と
に
、
説
話
の
伝
承
研
究
は
、
話
題
を
と
お
し
て
遡
及
的
に
い

に
し
え
の
面
影
を
さ
ぐ
り
だ
そ
う
と
し
た
り
、
伝
承
間
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
伝
承
系
統
の
問
題
に
回
収
し
っ
つ
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

抽
出
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
近
年
の
文
化
人
類

学
研
究
に
お
い
て
儀
礼
の
現
在
(
=
い
ま
'
こ
こ
へ
　
わ
た
し
)
　
性
に

注
意
が
む
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
承

は
そ
れ
が
再
現
さ
れ
る
時
空
間
に
お
け
る
意
義
を
に
な
っ
た
い
と
な

み
と
し
て
あ
り
、
単
な
る
反
復
行
為
で
は
な
い
。
あ
ら
た
な
意
味
付

け
や
外
形
の
変
容
が
生
じ
る
の
も
そ
れ
に
よ
る
。
説
話
に
つ
い
て
い

え
ば
'
第
一
稿
「
は
な
の
は
な
し
」
　
で
も
の
べ
た
と
お
り
へ
説
話
は

話
題
に
つ
い
て
の
話
題
、
い
い
か
え
れ
ば
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
メ
タ

テ
キ
ス
ト
の
位
相
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
説
話
テ
キ
ス
ト
は
い
つ
も
、

そ
の
メ
タ
化
の
現
在
(
=
い
ま
'
こ
こ
)
　
に
お
け
る
伝
承
主
体
(
=

わ
た
し
)
　
の
い
と
な
み
を
介
し
て
あ
ら
た
に
/
あ
ら
た
め
て
生
成
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
テ
キ
ス
ト
が
っ
た
え
て
い
る
の
は
メ
タ
化

の
現
在
と
そ
こ
で
の
伝
承
主
体
の
い
と
な
み
以
外
で
は
な
い
と
い
う
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T
J
と
に
も
な
る
の
だ
が
へ
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
伝
承
主
体
は
説
話
に

ふ
か
-
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
決
し
て
等
閑
に
ふ
さ
れ
て

よ
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

説
話
テ
キ
ス
ト
の
生
成
に
伝
承
主
体
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
し
て
'

問
題
は
そ
の
伝
承
主
体
の
(
わ
た
し
)
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か

に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
従
来
へ
　
つ
ぎ
の
三
者
の
と
ら
え
方
が
お

こ
な
わ
れ
て
き
た
。

①
共
同
体
の
世
界
観
や
公
共
性
へ
心
意
を
体
現
す
る
存
在
。

②
実
体
的
な
'
自
律
的
主
体
と
し
て
の
一
人
の
「
人
間
」
。

③
テ
キ
ス
ト
生
成
の
場
に
成
立
す
る
言
語
行
為
主
体
。

①
は
'
伝
承
と
共
同
体
ま
た
個
と
共
同
体
と
の
関
係
に
着
目
し
て

の
も
の
で
'
説
話
と
そ
の
か
た
ら
れ
方
を
と
お
し
て
時
代
や
社
会
、

大
小
の
共
同
体
の
世
界
観
や
公
共
性
な
ど
を
う
か
が
お
う
と
す
る
考

察
は
、
こ
の
見
方
に
も
と
づ
-
。
②
は
'
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
近
代

的
個
我
(
自
立
的
/
自
律
的
〟
主
体
″
と
し
て
の
個
)
言
説
に
も
と

づ
-
も
の
で
、
か
た
ら
れ
る
話
題
の
な
か
の
人
物
形
象
に
関
心
を
よ

せ
そ
こ
か
ら
〟
作
者
″
の
世
界
観
や
人
間
観
に
言
及
し
た
り
'
同
1

話
題
間
の
あ
つ
か
わ
れ
方
の
異
同
か
ら
個
々
の
テ
キ
ス
ト
の
個
性
を

指
摘
し
そ
れ
を
〟
作
者
″
や
〟
編
者
″
の
個
性
に
還
元
し
っ
つ
「
人

間
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
考
察
が
、
こ
の
立
場
を
と
る
。
③
は
'

「
作
者
の
死
」
　
(
バ
ル
ト
)
の
あ
と
の
テ
キ
ス
ト
論
へ
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
論
や
言
語
行
為
論
の
影
響
下
に
誕
生
し
た
も
の
で
、
言
語
行
為
の

場
の
規
制
下
に
あ
る
言
語
行
為
主
体
と
話
題
と
の
括
抗
を
つ
う
じ
て

テ
キ
ス
ト
が
生
成
さ
れ
て
い
く
そ
の
動
態
を
こ
そ
検
討
の
主
題
と

す
る
論
は
、
こ
の
主
体
を
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
は
具
体
的
な
説
話
分
析
に
み
ち
び
か
れ
て
の
も
の
で
'

①
は
共
同
体
の
言
説
に
準
拠
し
た
言
表
と
し
て
あ
る
説
話
を
、
②
は

叙
述
の
間
に
語
り
手
の
「
人
間
」
を
感
取
さ
せ
る
説
話
を
'
③
は
一

説
話
テ
キ
ス
ト
が
か
か
え
る
意
味
表
現
の
重
層
性
、
べ
つ
の
い
い
方

を
す
れ
ば
内
部
矛
盾
と
も
い
え
る
多
義
性
を
し
め
す
説
話
を
、
よ
く

説
明
す
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
背
景
に
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
そ
れ

ぞ
れ
の
思
索
を
も
っ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
軽
々
に
優
劣
を
批
評

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
た
と
え
ば
①
の
共
同
体
論
に
も
と
づ
く

主
体
像
と
②
の
個
我
論
に
由
来
す
る
主
体
像
と
を
と
も
に
説
明
し
う

る
〟
主
体
″
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
う
る
か
、
ま
た
、

③
の
非
実
体
的
な
行
為
主
体
と
①
②
の
実
体
的
な
主
体
と
を
つ
な
ぐ

〟
主
体
″
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
は
、
人
間
存
在
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
吟
味
と
と
も
に
検

討
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
小
論
が
そ
の
試
行
で
あ
る
こ
と
は
強
調
す

る
ま
で
も
な
い
。

*

他
者
と
自
己
と
の
境
界
ご
と
に
生
成
し
'
そ
こ
で
の
対
他
的
な

「
内
的
体
験
」
、
あ
る
い
は
世
界
に
流
通
し
て
い
る
〟
他
者
の
言
葉
〟

の
参
照
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
更
新
さ
れ
つ
づ
け
る
'
被
媒
介
的
で

継
起
的
な
〟
主
体
(
わ
た
し
)
〟
 
。
小
論
が
パ
フ
チ
ン
を
援
用
し
っ
つ

提
示
す
る
〟
主
体
″
像
へ
　
〝
主
体
″
観
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
の
は
へ
そ
の
有
効
性
の
瀬
踏
み
や

諸
相
の
点
検
と
い
っ
た
こ
と
。
対
他
的
な
「
内
的
体
験
」
の
過
程
に
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お
い
て
'
他
者
の
内
面
化
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
る
〟
主
体
″
 
。
他

者
の
外
部
化
を
こ
そ
希
求
す
る
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
防
裡
し
宙
吊
り

に
な
っ
て
い
る
〝
主
体
㌔
あ
る
い
は
〟
他
者
の
言
葉
″
-
こ
れ
に

は
同
一
化
や
制
度
化
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
既
有
の
も
の
や
あ
ら
た

に
出
会
わ
れ
た
も
の
が
あ
ろ
う
-
を
参
照
・
選
択
し
っ
つ
形
成
さ
れ

る
〟
主
体
″
 
。
勿
論
こ
の
ほ
か
、
内
面
化
と
外
部
化
の
両
極
を
さ
ま

よ
う
〝
主
体
″
も
あ
ろ
う
L
へ
　
〟
他
者
の
言
葉
″
と
の
境
界
で
蓬
巡

す
る
〟
主
体
″
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
稿
に
お
い
て
阿

部
F
I
二
太
郎
の
日
記
』
や
大
杉
栄
な
ど
の
言
表
を
し
め
し
つ
つ
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
こ
う
し
た
諸
相
が
よ
り
広
般
に
析
出
さ
れ
、

こ
こ
に
提
示
し
た
主
体
観
の
有
効
性
が
確
認
で
き
れ
ば
'
古
典
テ
キ

ス
ト
や
説
話
テ
キ
ス
ト
で
も
〝
主
体
(
わ
た
し
)
″
を
問
う
こ
と
が

で
き
よ
う
し
へ
　
そ
の
生
成
し
形
成
さ
れ
た
(
わ
た
し
)
の
比
較
吟
味

を
通
じ
て
諸
テ
キ
ス
ト
の
表
現
性
批
評
の
足
場
を
か
た
め
る
こ
と
も

可
能
と
な
ろ
う
。

説
話
を
よ
む
と
は
、
ま
た
か
た
る
と
は
'
お
そ
ら
ぐ
は
他
者
と
し

て
の
話
題
と
の
境
界
の
1
々
で
そ
れ
ら
と
の
対
話
を
通
じ
て
(
わ
た

し
)
を
生
成
し
形
成
し
て
い
-
こ
と
で
あ
る
。
説
話
集
編
者
の
し
て

い
る
の
は
へ
　
そ
の
意
味
で
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
あ
ら
わ
れ
る
他
者
と
の
境

界
で
(
わ
た
し
)
を
被
媒
介
的
継
起
的
に
生
成
形
成
し
て
い
-
こ
と

だ
と
い
え
そ
う
だ
が
、
説
話
テ
キ
ス
ト
の
表
現
位
相
は
、
テ
キ
ス
ト

生
成
の
場
で
形
成
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
そ
う
し
た
(
わ
た
し
)
の
位

相
を
、
そ
の
諸
相
を
あ
き
ら
か
に
す
る
な
か
で
見
さ
だ
め
て
い
く
と

こ
ろ
に
見
と
お
さ
れ
て
い
-
よ
う
に
お
も
う
　
(
そ
の
1
端
は
「
『
今

昔
物
語
集
』
　
と
編
纂
」
(
『
説
話
文
学
研
究
し
2
9
へ
　
1
九
九
四
)
、

「
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
表
現
」
(
『
中
古
文
学
の
形
成
と
展
開
-
中

古
か
ら
中
世
へ
-
』
和
泉
書
院
1
九
九
五
年
)
に
の
べ
た
。
ま
た
説

話
集
以
外
に
つ
い
て
も
「
多
言
語
世
界
と
秩
序
」
(
『
日
本
文
学
』
4
4

-
o
f
 
l
九
九
五
)
、
「
『
虫
め
づ
る
姫
君
』
考
」
(
『
国
文
学
致
』
一
里

1
九
九
七
)
で
検
討
を
加
え
た
)
o
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
と
の
境
界
に

お
け
る
言
語
行
為
の
間
に
ど
の
よ
う
な
「
内
的
経
験
」
が
あ
ら
わ
れ
、

そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
(
わ
た
し
)
が
生
成
さ
れ
形
成
さ
れ
て
い
る
の

か
。
勿
論
そ
れ
は
'
テ
キ
ス
ト
と
い
う
他
者
と
の
境
界
で
お
こ
な
っ

て
い
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
い
と
な
み
で
も
あ
る
以
上
、
テ
キ
ス
ト
へ

の
問
い
か
け
は
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
へ
の
問
い
か
け
以
外
で
は
な
い

の
だ
け
れ
ど
も
、
と
も
あ
れ
し
か
し
、
い
ま
し
ば
ら
く
は
こ
う
し
た

〝
主
体
″
観
の
有
効
性
を
瀬
踏
み
し
つ
つ
'
諸
相
を
概
観
し
て
ゆ
-

こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
未
完
)

注
本
稿
は
以
下
の
詔
論
考
の
続
稿
で
あ
る
o

O
「
は
な
の
は
な
し
」
　
(
『
国
語
教
育
研
究
j
3
9
へ
　
広
島
大
学
教
育
学
部

国
語
科
光
菓
会
へ
一
九
九
六
年
三
月
)

O
「
説
話
と
冨
表
」
　
(
r
論
苛
国
語
教
育
学
』
　
4
'
広
島
大
学
国
語
教
育

学
研
究
会
へ
　
7
九
九
六
年
三
月
)

O
「
説
話
の
言
述
」
　
(
「
説
話
論
集
』
第
七
集
へ
清
文
堂
、
一
九
九
七
年

一
〇
月
)

(
広
島
大
学
教
育
学
部
)
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