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正
宗
白
鳥
の
「
森
鴎
外
』
に
つ
ぎ
の
文
章
が
あ
る
。

「
『
喉
』
の
や
う
な
人
情
小
説
に
於
て
さ
へ
、
時
々
学
者
く
さ
い
策
法
が
散
見
し
て
、

読
者
の
素
商
な
鑑
賞
を
妨
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
捕
写
の
才
能
が
な
い
た
め
に
、
説

明
語
を
用
ひ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
乙
の
小
説
の
舞
台
に
伝
っ
て
ゐ
る
本
郷
か
ら
下

谷
へ
か
け
て
の
風
物
、
明
治
初
期
の
時
代
の
空
気
は
、
読
者
の
自
に
映
る
や
う
に
よ
く

描
か
れ
て
ゐ
る
。
松
源
で
の
妾
の
目
見
え
の
場
面
で
も
、
決
し
て
説
明
で
逃
げ
よ
う
と

は
し
な
い
で
、
描
写
で
委
曲
を
尽
し
て
ゐ
る
。
描
写
の
巧
み
な
作
家
法
、
日
本
に
も
あ

ま
り
々
か
っ
た
の
で
、
小
説
家
ら
し
い
小
説
家
の
作
品
よ
り
も
、
有
島
武
郎
の
『
或
る

女
』
や
鴎
外
の
『
脱
』
な
ど
に
、
却
っ
て
し
っ
か
り
し
た
描
写
の
見
ら
れ
る
の
を
私
は

不
思
議
に
思
っ
て
ゐ
る
。

夏
目
激
石
は
芸
術
家
と
し
て
、
鴎
外
よ
り
も
豊
か
な
天
分
を
有
っ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な

い
が
、
私
に
は
激
石
の
作
品
は
い
つ
も
く
ど
い
感
じ
が
す
る
。
」

「
『
創
作
の
な
か
に
自
己
告
白
を
し
な
い
』
・
・
・
・
『
情
熱
の
な
い
作
だ
』
と
い
う
の

が
、
彼
の
作
品
に
対
す
る
重
な
非
難
で
あ
っ
て
、
私
な
ど
も
以
前
さ
う
思
っ
て
ゐ
た
が
、

し
か
し
数
十
年
間
の
鴎
外
の
作
品
を
通
覧
す
る
と
、
そ
の
一
生
の
自
己
が
、
自
己
告
白

を
目
僚
と
し
た
作
家
の
作
品
K
劣
ら
な
い
ほ
ど
に
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
、
私
は
こ
の
頃 す

も

の

る

佐

野

金

ウ
ιー

助

感
じ
て
ゐ
る
よ

こ
う
い
う
白
鳥
の
示
し
た
鴎
外
の
描
写
は
、
い
う
と
こ
ろ
の
傍
観
さ
れ
た
世
界
、
い

い
か
え
れ
ば
見
極
め
ら
れ
た
動
か
な
い
外
界
と
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
在
ら
し
め
る
知

り
ぬ
か
れ
た
悟
性
的
伝
自
己
と
の
あ
わ
い
か
ら
出
て
き
た
。
白
鳥
ば
そ
の
「
的
確
明
快
」

「
蕪
雑
の
痕
の
伝
い
」
「
何
よ
り
も
鈍
味
な
と
こ
ろ
の
な
い
」
気
持
の
い
い
文
章
の
奥

か
ら
告
白
の
ぽ
い
告
白
を
聞
き
と
っ
た
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
描
写
と
い
う
問
題
は
、
そ
こ
に
主
観
と
客
観
の
か
か
わ
り
あ
い
の
様
々
伝

姿
を
考
え
き
せ
る
'
も
の
で
あ
る
が
、
鴎
外
の
場
ム
門
「
主
客
の
融
合
し
た
お
お
ら
か
な
和

を
感
じ
と
る
こ
と
は
で
、
き
な
い
、
と
と
も
に
、
客
観
世
界
を
解
析
し
て
ゆ
く
悟
性
の
あ

ふ
れ
る
よ
う
な
喜
び
も
見
ら
れ
な
い
。
近
代
の
勝
利
は
、
奇
妙
に
き
ζ

え
る
か
も
し
れ

ぬ
が
、
人
間
の
世
界
認
識
に
お
い
て
悟
性
が
そ
れ
み
ず
か
ら
情
熱
に
化
し
た
歴
史
的
な

現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
否
定
す
る
こ
と
も
超
え
る
こ
と
も
で
き

ぬ
外
界
と
、
自
己
の
資
質
を
知
っ
て
い
る
鴎
外
の
知
性
は
、
深
い
レ
ジ
グ
ナ
テ
ィ
オ
J

を
秘
め
な
が
ら
み
。
す
か
ら
「
あ
そ
び
」
の
姿
勢
を
構
え
る
。
し
か
し
も
と
よ
り
諦
観
の

深
さ
は
底
に
沈
め
た
情
念
の
強
さ
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
悟
性
が
悟
性
に
ふ
さ

わ
し
く
次
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
の
も
自
然
と
い
う
べ
・
き
で
あ
ろ
う
。

「
世
間
の
人
は
今
の
自
分
を
見
て
、
金
井
は
年
を
取
っ
て
情
熱
が
な
く
な
っ
た
と
云

ふ
。
併
し
乙
れ
は
年
を
取
っ
た
為
で
は
な
い
。
自
分
は
少
年
の
時
か
ら
、
余
り
に
自
分
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を
知
り
抜
い
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
悟
性
が
情
熱
を
萌
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
」
「
併
し
自
分
の
倍
性
が
情
熱
を
枯
ら
し
た
や
う
な
の
は
、
表
面
だ
け
の

事
で
あ
る
。
永
遠
の
氷
に
掩
は
れ
て
ゐ
る
地
極
の
底
に
も
、
火
山
を
突
き
上
げ
る
猛
火

は
燃
え
て
ゐ
る
。
」
(
『
ヰ
ヲ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
)

だ
が
、
問
題
は
、
猛
火
が
燃
え
て
い
る
事
実
で
は
往
く
て
「
地
極
の
底
に
も
、
火
山

を
突
き
上
げ
る
猛
火
は
燃
え
て
ゐ
る
」
と
書
く
記
述
の
方
に
あ
る
。
激
石
の
『
摘
』
に

技
壌
を
感
じ
た
情
熱
と
、
自
然
派
を
逆
手
に
と
っ
て
批
判
す
る
情
熱
が
作
品
の
底
に
ひ

そ
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
「
金
井
君
に
は
、
作
者
が
ど
う
い
ふ
心
理
的
状
態
で
書
い
て

ゐ
る
か
と
い
ふ
ζ

と
が
面
白
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
金
井
君
の
為
に
は
、
作
者
が

悲
し
い
と
か
悲
壮
な
と
か
い
ふ
訴
ず
書
い
て
ゐ
る
も
の
が
、
極
め
て
滑
稽
に
感
ぜ
ら
れ

た
句
、
作
者
が
滑
稽
の
積
で
書
い
て
ゐ
る
も
の
が
却
て
悲
し
か
っ
た
り
す
る
。
」
と

書
く
総
明
に
し
て
冷
や
か
な
作
品
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
伝
い
。
お
そ
ら
く
、
文
明
開

化
が
も
た
ら
し
た
外
発
的
な
世
想
(
自
然
派
の
活
動
も
鴎
外
に
は
そ
の
軽
薄
な
あ
ら
わ

れ
と
映
っ
て
い
る
。
〉
と
、
彼
の
資
質
と
し
て
の
悟
性
の
内
発
的
な
抑
制
が
、
さ
き
に

引
用
し
た
記
述
・
弁
明
の
正
体
な
の
で
あ
る
。
一
体
、
「
地
極
の
底
に
も
、
火
山
を
突

き
上
げ
る
猛
火
は
燃
え
て
ゐ
る
。
」
と
書
く
悟
性
は
い
か
な
る
悟
性
で
ゐ
ろ
う
か
。

本
来
、
外
界
を
解
析
し
領
略
し
よ
う
と
す
る
近
代
の
悟
性
は
、
自
己
を
無
に
ま
で
縮

小
す
る
乙
と
で
客
観
の
絶
対
性
を
確
立
し
、
そ
の
こ
と
で
主
観
の
絶
対
性
を
確
保
し
よ

う
と
す
る
人
間
の
復
領
、
を
夢
み
て
い
た
。
悟
性
が
情
熱
と
な
る
契
機
が
実
に
そ
乙
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
特
有
の
「
傍
観
」
は
、
乙
の
契
機
を
放
棄
し
た
悟
性
の
あ
り
ょ

う
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
引
い
た
己
の
悟
性
の
限
界
線
上
に
、
外
界
は
「
的
確
明
快
」
に

写
さ
れ
る
よ
う
な
形
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
ほ
か
で
も
な
い
白
鳥
に
鴎
外
の
議
写
が
「

し
っ
か
り
し
た
描
写
」
と
映
っ
た
の
は
、
白
鳥
自
身
の
呂
の
あ
り
方
を
も
暗
示
し
て
面

白
い
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
白
鳥
が
「
く
ど
い
」
と
い
っ
た
夏
目
激
石
に
、
写
生
文
と
か
余
裕
の
あ
る

小
説
と
い
う
描
写
に
つ
い
て
の
意
見
が
あ
る
。

鴎
外
も
激
石
も
、
外
界
の
絶
対
性
か
ら
離
れ
る
と
い
う
点
で
文
明
論
的
な
相
似
を
示

し
て
い
る
が
、
そ
の
離
れ
方
と
方
向
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
鴎
外
の
「
遊
び
・
傍

観
」
と
激
石
の
「
低
御
・
余
裕
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
他
的
な
側
面
と
対
自
的
伝
側
面

の
相
似
な
ら
び
に
差
違
の
問
題
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ら
の
問
題
が
熊
点
を
結
ぶ
と

乙
ろ
に
、
明
治
と
い
う
時
代
と
と
も
に
、
時
代
の
中
で
歩
ん
で
き
た
二
つ
の
す
ぐ
れ
た

心
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
多
く
の
師
に
は
逢
っ
た
が
、
一
人
の
主
に
は
逢
わ
な
か
っ
た

と
書
く
(
『
妾
想
』
明
四
四
)
鴎
外
の
心
も
、
開
化
の
影
響
を
受
け
る
国
民
の
空
虚
を

満
た
す
名
案
は
私
に
は
何
も
な
い
と
い
う
(
『
現
代
日
本
の
開
化
』
明
四
四
)
徽
石
の

心
も
、
安
手
に
外
か
ら
の
論
理
で
身
を
よ
ろ
お
う
と
し
な
か
っ
た
誠
実
な
心
で
あ
ろ
う
。

本
章
で
は
、
そ
う
し
た
激
石
の
心
が
、
内
か
ら
自
己
を
整
え
よ
う
と
し
て
構
え
た
「

余
裕
」
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

2 
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前
章
で
私
は
、
激
石
が
子
規
に
送
っ
た
書
簡
を
引
用
し
て
お
い
た
。
「
小
生
の
写
実

に
拙
な
る
は
入
門
の
日
浅
き
に
よ
る
は
無
論
な
れ
ど
天
性
の
然
ら
し
む
る
所
も
可
有
之

と
存
候
」
(
明
二
八
・
一
一
)
。
そ
れ
は
俳
句
は
勿
論
、
漢
文
学
や
文
学
論
の
述
作
に

よ
っ
て
も
満
た
さ
れ
ぬ
激
石
の
資
質
に
係
る
と
の
べ
た
。

激
石
の
句
作
は
生
涯
つ
づ
い
た
が
(
総
数
二
千
数
百
句
〉
前
掲
子
規
宛
書
簡
の
警
か

れ
た
明
治
二
八
年
か
ら
三
二
年
に
か
け
て
の
句
が
全
体
の
七
割
に
近
く
、
当
時
の
執
心

ぶ
り
が
察
せ
ら
れ
る
。
「
小
生
の
写
実
に
拙
な
る
は
云
々
」
と
書
き
送
っ
て
も
、
そ
乙

に
自
己
の
匂
令
拙
と
し
て
遅
疑
す
る
感
じ
は
少
し
も
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
子
規

に
句
稿
を
送
り
添
削
を
請
う
た
と
い
う
乙
と
と
、
そ
れ
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

激
石
が
俳
句
に
お
い
て
満
た
し
て
い
-V

い
も
の
と
、
子
規
が
俳
句
に
満
た
し
て
い
た
も
の



と
の
へ
だ
た
り
の
問
題
で
あ
っ
た
。

当
時
の
椴
石
に
つ
い
て
評
し
た
子
規
の
こ
と
ば
が
あ
る
。

「
其
意
匠
極
め
て
斬
新
な
る
煮
奇
想
天
外
よ
り
来
り
し
者
多
し
。
」

を
有
」
し
「
或
は
漢
語
を
用
ゐ
、
或
は
俗
語
を
用
ゐ
、
或
は
奇
な
る
言
ひ
ま
は
し
を
為

す
。
一
一
，
然
れ
ど
も
激
石
亦
一
方
に
偏
す
る
者
に
非
ず
。
滑
稽
を
以
て
唯
一
の
惣
向
と

為
し
、
奇
警
人
を
驚
か
す
を
以
て
高
し
と
す
る
が
如
き
者
と
日
を
問
う
し
て
語
る
べ
き

に
あ
ら
ず
c

一
(
『
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界
』
)

子
規
が
徽
石
を
ど
う
み
て
い
た
か
を
察
す
る
ζ

と
が
で
き
る
し
、
こ
こ
に
、
さ
き
ほ

ど
の
激
石
の
手
紙
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
定
説
通
り
二
人
の
相
違
が
客
観
的
と
主
観
的
と

い
う
ζ

と
代
々
る
。
し
か
し
問
題
の
焦
点
は
激
石
に
と
っ
て
、
主
観
的
と
い
わ
れ
る
俳

句
が
彼
の
何
を
満
た
し
何
を
満
た
さ
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
に
連
な
る
『
草
枕
』
の
芸
術

論
や
「
写
生
文
」
の
擁
護
に
見
え
る
激
石
の
描
写
論
を
生
む
因
子
は
何
処
に
あ
っ
た
か

と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
み
た
激
石
の
内
面
の
文
明
論
的
な
位
相
か
ら
継

続
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。

人
に
死
し
鶴
に
生
れ
て
冴
え
返
る
(
三

O
年〉

木

瓜

咲

く

や

激

石

拙

を

守

る

べ

く

(

グ

〉

蔓
慢
な
小

3
き
人
に
生
れ
た
し

(

H

)

一
見
、
制
溶
な
主
観
句
と
み
え
る
作
の
奥
に
ど
れ
ほ
ど
の
苦
味
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か

を
想
像
す
あ
乙
と
が
で
、
き
る
。

無
人
島
の
天
子
と
伝
ら
ば
涼
し
か
ろ
(
三
六
年
〉

熊
も
従
き
教
師
と
な
ら
ん
あ
ら
涼
し

(

H

〉

瓢
逸
と
い
う
よ
'
り
は
欝
情
の
俳
諮
化
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
激
石
に
と
っ
て
俳
句
の

意
味
は
は
い
。
少
な
く
と
も
初
期
の
俳
句
は
、
吐
き
出
さ
れ
た
心
の
し
こ
り
で
あ
り
、

ζ

う
い
う
カ
タ
ル
シ
ス
を
の
ぞ
い
て
満
た
さ
れ
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
「
ま
あ
一

寸
腹
が
立
っ
と
仮
定
す
る
。
援
が
立
っ
た
所
を
す
ぐ
十
七
字
に
す
る
。
十
七
字
に
す
る

「
滑
稽
思
想

と
き
は
自
分
の
腹
立
ち
が
既
に
他
人
に
変
じ
て
腐
る
。
肢
を
立
っ
た
り
、
俳
句
を
作
っ

た
り
、
さ
う
一
人
が
同
時
に
働
け
る
も
の
で
は
な
い
。
一
寸
涙
を
こ
ぼ
す
。
此
涙
を
十

七
字
に
す
る
。
す
る
や
否
ゃ
う
れ
し
く
伝
る
。
一
波
を
十
七
字
に
纏
め
た
時
に
は
、
苦
し

み
の
涙
は
自
分
か
ら
遊
離
し
て
、
お
れ
は
泣
く
事
の
出
来
る
男
だ
と
云
ふ
悼
惜
し
さ
丈
の

自
分

K
-
q
る
。
」
と
『
草
枕
』
に
見
え
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
子
規
の
い
わ
ゆ
る
主

客
融
合
の
客
観
写
生
が
激
石
に
縁
遠
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
次
の
客

観
句
か
ら
、
す
で
に
あ
げ
た
主
観
句
の
裏
側
に
は
句
つ
い
た
心
象
を
も
想
像
す
る
こ
と

は
そ
れ
ほ
ど
行
き
過
ま
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

絶
壁
花
木
枯
あ
た
る
ひ

v
き
か
な

(
一
一
三
年
)

/ー、

年

々

や

府

吹

て

尖

る

山

〉

ニ
y
ケ
ル
の
時
計
と
ま
り
ぬ
寒
き
夜
半
(
〉

も
ち
ろ
ん
、
数
多
い
句
の
傾
向
を
数
句
で
律
す
る
の
は
無
謀
に
み
え
よ
う
が
、
そ
の

原
裂
は
や
は
り
こ
こ
に
あ
る
。
「
能
も
な
き
教
師
と
な
ら
ん
あ
ら
涼
し
」
の
に
が
い
心

の
俳
諮
化
と
、
「
年
々
や
府
吹
て
尖
る
山
」
の
〈
写
実
は
天
性
に
あ
ら
ず
〉
と
す
る
意

識
の
裂
け
自
に
映
る
突
花
た
る
風
景
と
、
こ
の
両
極
の
間
に
あ
の
多
量
な
句
が
吐
き
だ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

，〆〆r

- 30-

3 

正
岡
子
規
の
写
生
の
奥
に
は
、
汎
神
論
的
な
誠
和
域
話
回
が
ゆ
た
か
に
流
れ
て
い
る
。

あ
れ
ほ
ど
の
病
に
号
泣
し
て
い
た
子
規
だ
か
ら
こ
そ
、

か
え
っ
て
と
り
と
め
の
伝
い
主

観
に
遊
ば
ず
、

確
か
な
眼
前
の
風
物
に
さ
わ
や
か
な
生
命
を
感
じ
た
と
み
る
の
も
理
に

か
伝
P

つ。

し
か
し
そ
の
前
に
、

徹
し
た
現
実
家
の
楽
天
的
な
資
質
が
存
在
し
て
い
た
。

写
実
は
天
性
に
あ
ら
ず
と
書
き
送
っ
た
激
石
の
手
紙
の
意
味
す
る
も
の
は
、

乙
の
二
つ

の
資
性
の
あ
ざ
や
か
な
対
立
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



残
っ
て
い
る
子
規
の
肖
像
や
、
自
画
像
や
、
香
取
秀
真
が
写
し
た
石
膏
像
の
印
象
と
、

高
浜
虚
子
が
書
い
た
『
柿
ニ
つ
』
の
挿
話
は
、
激
石
書
簡
の
向
う
側
に
あ
る
一
つ
の
個

性
を
力
強
く
語
り
か
け
て
く
る
。

「
ど
う
か
し
た
機
で
忽
ら
患
部
に
響
い
た
。
『
ア
イ
夕
、
、
、
、
、
、
ァ

l
ァ
l
』

席
上
の
人
は
皆
驚
い
て
彼
を
見
る
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
白
か
ら
は
い
つ
も
還
り
涙
が
出

て
頬
を
伝
う
て
ゐ
た
。
が
彼
は
其
閣
も
箸
を
取
っ
て
食
ふ
事
は
止
め
な
か
っ
た
。
」

病
苦
の
聞
を
ぬ
っ
て
書
き
続
け
た
子
規
の
現
実
意
識
は
、
一
波
し
な
が
ら
食
う
こ
と
を

止
め
な
か
っ
た
肉
体
と
変
り
は
な
い
。
傷
の
痛
み
と
盛
ん
な
食
欲
と
が
等
し
く
動
か
せ

伝
い
現
実
な
ら
、
間
際
を
ぬ
っ
て
活
動
す
る
制
作
意
欲
も
ま
た
生
命
の
ほ
と
ば
し
り
出

て
や
ま
ぬ
現
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

糸
爪
咲
い
て
疾
の
つ
ま
り
し
悌
か
な

糸
爪
と
憐
の
取
り
合
わ
せ
で
も
、
悟
り
を
ほ
の
め
か
す
病
者
の
絶
筆
で
も
な
い
。
花

を
開
い
た
糸
爪
が
現
実
な
ら
、
き
れ
ぬ
疾
の
苦
し
み
も
現
実
だ
。
「
疾
一
斗
糸
爪
の
水

も
聞
に
あ
は
ず
」
か
ら
推
せ
ば
、
「
悌
」
に
悟
り
の
装
い
も
な
け
れ
ば
、
反
対
に
俗
念

の
構
え
も
な
い
。
こ
れ
は
、
自
己
客
観
と
い
う
近
代
意
識
上
の
自
然
主
義
と
も
異
る
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
苦
痛
に
涙
を
流
し
な
が
ら
食
欲
の
箸
を
止
め
な
か
っ
た
子
規
を

重
ね
合
わ
せ
白
け
れ
ば
味
わ
え
ぬ
絶
句
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
子
規
「
写
生
」

の
生
き
た
起
源
が
あ
っ
た
。

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
ベ
し

い
も
う
と
の
帰
り
遅
さ
よ
五
日
月

ζ

れ
ら
の
句
が
佳
作
か
駄
句
か
、
客
観
の
句
か
主
観
の
句
か
な
ど
と
考
え
る
の
は
、

さ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
ζ

と
で
は
な
い
。
意
識
の
客
観
性
を
微
塞
も
疑
う
乙
と
を
知
ら
伝

い
近
代
人
!
!
と
い
う
反
語
の
中
に
子
規
「
写
生
」
の
文
明
論
的
な
健
康
さ
が
あ
る
の

だ
。
懐
疑
を
知
ら
ぬ
近
代
人
の
風
多
が
彼
の
俳
句
の
向
う
側
に
浮
か
ん
す
為
は
哀
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
た
ら
、
子
規
の
後
継
者
た
ち
(
俳
句
・
短
歌
を
通
じ
て
〉
が
、
東
洋
の

美
学
に
よ
っ
て
写
生
の
説
の
深
化
に
努
め
た
の
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
宿
命
的
な
な
り

ゅ
、
き
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
世
界
の
客
観
性
を
信
ず
る
ほ
ど
に
ナ
イ
ー
ブ
な
意
識
を
持
ち

あ
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
子
規
ほ
ど
に
意
識
の
客
観
性
に
対
す

る
原
初
的
な
信
頼
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
「
花
鳥
調
詠

」
と
い
い
、
「
鍛
錬
道
」
「
実
相
観
入
」
と
い
う
も
、
子
規
の
〈
反
語
〉
と
無
縁
な
後

代
の
宿
命
で
あ
っ
た
。
子
規
の
写
生
は
、
主
客
を
分
離
し
世
界
を
概
念
化
す
る
近
代
の

病
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
意
識
と
肉
体
の
幸
福
な
汎
神
論
的
一
致
に
い
き
づ
い
て
い
る
。

だ
か
ら
、
客
観
の
主
観
化
な
い
し
は
主
観
の
客
観
化
を
意
識
し
て
企
て
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
後
継
者
た
ち
に
子
規
の
「
写
生
」
が
浅
く
見
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
浅

い
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
言
葉
の
深
い
意
味
で
「
単
純
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
乙
ζ

に
後

代
の
宿
命
が
あ
る
、
や
が
て
表
面
化
し
て
く
る
客
体
の
圧
力
の
た
め
に
卑
小
化
し
て
ゆ

く
主
体
の
姿
が
、
隠
微
な
か
た
ち
で
彼
ら
を
お
そ
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史
性
と
と
も
に
。

「
と
も
あ
れ
子
規
に
お
い
て
、
写
生
は
、
全
身
の
機
能
の
う
ち
視
覚
一
つ
だ
け
を
引

き
ぬ
い
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
、
埋
没
し
て
い
た
と
の
機
能
を
恢
復
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
全
身
の
機
能
を
恢
復
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
お
い
て
、
視
覚
の
恢
復

は
人
間
の
恢
復
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
の
は
中
野
重
治
だ
。
(
『
斎
藤
茂
吉

ノ

1
ト
』
)
さ
ら
に
「
乙
の
万
葉
調
、
万
葉
主
義
は
、
万
葉
そ
の
ま
ま
、
寧
楽
そ
の
ま

ま
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
は
、
よ
り
粗
野
な
明
治
日
本
人
に
か
か
っ
て
ゐ
た
。
」
と
評
価

し
た
中
野
は
、
力
の
芸
術
と
い
う
現
実
主
義
の
観
点
か
ら
、
茂
吉
に
ま
で
至
る
写
生
説

の
発
震
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

私
は
、
子
規
を
語
る
こ
と
で
潤
援
に
激
石
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
、
子
規
と
後
継
者

と
の
断
面
を
示
し
て
き
た
。
中
野
重
治
の
い
う
「
粗
野
な
明
治
日
本
人
」
と
、
私
の

「
意
識
の
客
観
性
を
疑
わ
ぬ
近
代
人
」
と
い
う
表
現
は
、
重
な
り
つ
つ
、
か
つ
離
れ
る
。

離
れ
る
理
由
は
前
者
に
は
な
い
後
者
の
含
む
反
語
牲
に
よ
る
。
乙
の
反
語
性
乙
そ
組
野

な
明
治
日
本
人
の
中
で
輝
く
子
規
の
個
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
個
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牲
に
対
し
て
、
同
時
代
人
で
あ
っ
た
激
石
の
天
肢
が
反
携
し
た
と
こ
ろ
に
、
写
実
は
わ

が
天
性
に
あ
ら
ず
と
い
う
、
あ
の
激
石
書
簡
の
意
味
が
あ
っ
た
。
二
人
の
俳
句
の
違
い

も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
花
、
激
石
み
ず
か
ら
俳
句
的
J

小
説
と
よ
ん
だ
『
草
枕
』
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

4 

こ
乙
で
必
要
な
結
論
を
の
べ
て
お
く
。

作
中
の
画
家
が
「
世
界
に
は
拙
を
守
る
と
云
ふ
人
が
あ
る
。
此
人
が
来
世
に
生
れ
変

る
と
蛇
度
恥
酌
に
む
る
。
余
も
木
瓜
に
な
り
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
『
草
枕
』
に

8
き
に
、

は
「
木
瓜
」
は
表
現
さ
れ
て
存
在
し
て
は
い
々
い
の
で
、
「
な
り
た
い
ー
一
と
い
ラ
願
い

と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
理
が
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
余
裕
低
御

の
理
が
あ
っ
て
そ
の
趣
味
が
な
い
と
い
っ
た
ら
苦
い
す
ぎ
に
な
ろ
う
か
。
乙
の
小
説
の
、

作
ら
れ
た
感
じ
が
意
外
に
強
い
の
も
そ
こ
か
ら
く
る
も
の
だ
と
思
う
。

た
だ
、
そ
の
中
で
私
は
次
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
に
、
自
然
々
も
の
を
感
じ
る
。
一
つ

は
、
文
章
を
書
き
す
す
め
る
激
石
の
心
の
は
ず
み
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
那
美
の
顔

に
浮
ん
だ
「
憐
れ
」
で
小
説
を
結
ん
だ
作
者
の
心
で
あ
る
。

「
智
に
働
け
ば
角
が
立
つ
。
情
に
傍
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。

兎
角
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。
」
俗
の
世
界
を
あ
ら
わ
し
た
こ
の
表
現
も
俗
の
姿
だ

と
い
う
ほ
か
伝
い
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
楽
し
さ
を
お
ぼ
え
る
と
す
れ
ば
、
俗
の
世

か
ら
俗
の
恨
み
つ
ら
み
を
消
し
、
教
訓
臭
さ
え
消
し
て
く
れ
る
文
章
の
快
さ
に
流
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
「
草
枕
』
の
魅
力
の
大
半
は
、
作
者
も
読
者

も
文
章
の
楽
し
ぷ
を
そ
ζ

で
味
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
だ
。

「
苦
々
た
る
薄
墨
色
の
世
界
を
、
幾
僚
の
銀
箭
が
斜
に
走
る
な
か
を
、
ひ
た
ぶ
る
に

濡
れ
て
行
く
わ
れ
を
、
わ
れ
な
ら
ぬ
人
の
姿
と
思
へ
ば
、
詩
K
も
な
る
、
句
に
も
恥
ま

れ
る
。
有
体
位
る
己
を
忘
れ
尽
し
て
純
客
観
に
眼
を
つ
く
る
時
、
始
め
て
わ
れ
は
画
中

の
人
物
と
し
て
、
自
然
の
景
物
と
美
し
き
調
和
を
保
つ
。
只
降
る
雨
の
心
計
し
〈
て
、

踏
む
足
の
疲
れ
た
る
を
気
に
轡
け
る
瞬
間
花
、
わ
れ
は
既
に
詩
中
の
人
に
も
あ
ら
ず
、

画
裡
の
人
に
も
あ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
市
井
の
一
賢
子
に
過
ぎ
ぬ
。
雲
一
矧
飛
動
の
趣
も

眼
に
入
ら
ぬ
。
落
花
時
由
一
司
の
情
も
心
に
浮
ば
ぬ
。
革
鞠
守
と
し
て
独
り
春
山
を
行
く
否
の
、

い
か
に
美
し
き
か
は
滋
更
に
解
せ
ぬ
。
初
め
は
帽
を
傾
け
て
歩
行
い
た
。
後
に
は
唯
足

の
甲
の
み
を
見
詰
め
て
あ
る
い
た
。
終
り
に
は
肩
を
す
ば
め
て
、
恐
る

/
t、
歩
行
い
た
。

雨
は
満
自
の
樹
梢
を
揺
が
し
て
四
万
よ
り
孤
客
に
逼
る
。
非
人
情
が
ち
と
強
過
富
た
様
だ
。
」

終
り
の
一
句
の
よ
う
に
、
し
ゃ
れ
が
ユ
ー
モ
ア
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
心
の
楽
し
さ

に
昇
華
し
て
い
る
の
は
、
文
章
を
綴
る
行
為
を
楽
し
ん
で
い
る
作
者
の
余
裕
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
こ
乙
で
対
立
し
て
い
る
の
は
、
現
実
と
悟
り
で
は
な
く
て
、
臼
常
の
わ

ず
ら
わ
し
さ
と
文
章
を
や
る
楽
し
き
だ
と
い
っ
た
ら
『
草
枕
』
の
価
値
を
お
と
す
こ
と

に
な
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、

- 32-

女
が
、
満
洲
に
落
ち
て
行
く
前
夫
に
偶
然
出
あ
っ
て
思
わ
ず
浮
べ
た
「

憐
れ
」
の
方
は
ど
う
か
。

作
者
自
身
も
、

関
わ
れ
て
、

非
人
情
を
う
た
っ
た
作
品
に
憐
れ
と
い
う
人
情
を
登
場
さ
せ
た
点
を

人
情
も
非
人
情
に
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
、
凶
画
工
は
全
く
人
情
を
捨
て

て
見
ょ
う
と
す
る
、
よ
し
そ
れ
だ
け
で
見
ら
れ
な
い
で
も
、
そ
の
同
情
は
削
芝
居
を
見

る
場
合
の
よ
う
な
同
情
で
現
実
世
界
の
同
情
で
は
な
い
、
画
工
は
少
く
と
も
凶
と
仰
の

中
間
位
で
あ
る
o
l
l
-と
い
う
よ
う
な
弁
明
を
し
た
。
(
森
田
草
平
宛
書
簡
・
明
三
九

・
九
-
一
ニ

O
)
だ
が
、
「
憐
れ
」
は
人
情
で
も
、
も
と
も
と
那
美
の
表
情
に
浮
ん
だ
そ

れ
は
絡
さ
せ
ば
流
さ
れ
る
人
情
で
は
あ
る
ま
い
。

作
者
は
那
美
の
顔
に
は
統
一
が
な
い
と
書
き
、
そ
れ
は
心
に
統
一
が
な
い
か
ら
だ
と

書
き
、
心
に
統
一
が
伝
い
の
は
、
乙
の
女
の
世
界
に
統
一
が
な
い
た
め
だ
と
書
い
た
乙

激
石
は
画
家
を
か
り
で
、
都
会
の
惑
を
難
じ
、
岩
崎
・
一
二
井
を
難
じ
、
文
明
を
非
難
き

せ
て
い
る
の
だ
が
、
激
石
の
現
実
意
識
は
不
知
不
議
の
聞
に
、
つ
ま
り
消
化
さ
れ
た
形



で、

一
番
郡
美
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
h

低
か
ろ
う
か
。
女
の
態
度
に
無
意
識
に
現

わ
れ
る
奇
警
、
作
為
、
虚
飾
、
挑
み
な
ど
は
、
乙
れ
を
移
せ
ば
文
明
開
化
の
ゆ
が
ん
だ

質
物
性
の
お
の
ず
か
ら
な
あ
ら
わ
れ
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
那
美
は
『
虞
美
人
草
』
の
我

ア
ン
ヲ
ン
V
ャ
ス
い
v

沼
市
首
ゐ
ノ
ト

と
虚
栄
の
女
藤
尾
や
、
『
一
二
四
郎
』
の
無
意
識
の
偽
善
者
で
あ
る
美
禰
子
と
文
明
論
的

に
同
族
で
あ
る
。
彼
ら
は
『
草
枕
』
の
絵
に
は
な
ら
な
い
俗
の
世
界
の
人
で
あ
り
、
内

発
的
統
一
を
欠
い
た
文
明
世
界
と
、
激
石
の
心
底
で
重
怠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
が
、
女
の
顔
に
憐
れ
が
浮
ん
だ
瞬
間
に
絵
は
成
就
す
る
。
人
聞
が
成
就
す
る

と
言
え
ば
は
っ
き
り
す
る
。
『
草
枕
』
の
モ
チ
ー
フ
と
、
裏
側
に
あ
る
文
明
批
評
的
意

識
か
ら
「
非
人
情
」
は
生
れ
た
。
「
非
人
情
」
を
生
み
出
す
心
の
在
り
方
か
ら
す
れ
ば
、

-け

乙
れ
(
憐
れ
)
乙
そ
「
木
瓜
」
の
成
就
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
乙
の
心
情
的
一
貫
性

か
ら
み
れ
ば
、
終
章
の
論
埋
的
矛
盾
を
あ
げ
つ
ら
う
な
ど
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
頭
の
回
転
こ
そ
彼
が
離
れ
よ
う
と
願
っ
た
当
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

激
石
自
身
さ
え
も
、
森
田
草
平
の
難
に
答
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
「
非
人
情
」
の
心
を

去
っ
て
論
理
の
頭
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

乙
ζ

で
再
び
結
論
に
か
え
れ
ば
、
理
を
説
い
て
作
為
を
感
じ
さ
せ
る
『
草
枕
』
に
お

い
て
、
文
章
を
す
す
め
る
楽
し
げ
な
心
と
、
憐
れ
の
お
の
ず
か
ら
な
あ
ら
わ
れ
と
い
う

作
者
の
心
の
自
然
さ
と
は
本
物
の
「
余
給
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
乙
と
で
あ

ヲ心。
補
捉
一
つ

i
l汽
車
に
代
表
さ
せ
て
二
十
世
紀
文
明
を
批
判
し
た
激
石
の
言
葉
。
個

性
と
文
明
の
問
題
で
あ
る
。

「
文
明
は
偲
人
に
自
然
金
与
へ
て
虎
の
如
く
猛
か
ら
し
め
た
る
後
、
之
を
穫
容
の
内

に
投
げ
込
ん
で
、
天
下
の
平
和
を
維
持
し
つ
巴
う
あ
る
。
此
平
和
は
真
の
平
和
で
は
な
い
。

動
物
商
の
虎
が
見
物
人
を
眠
め
て
、
寝
転
ん
で
居
る
と
間
同
僚
の
平
和
で
あ
る
。
極
の
鉄

棒
が
一
本
で
も
抜
け
た
ら
|
|
世
は
滅
茶
々
々
に
な
る
よ

「
越
す
事
の
な
ら
ぬ
」

ζ

う
い
う
現
実
世
界
を
束
の
間
で
も
住
み
よ
く
し
よ
う
と
し

て
主
人
公
は
山
花
入
っ
た
。
激
石
が
か
か
げ
た
「
余
裕
」
は
、
文
明
の
中
で
個
性
を
ま

も
ろ
う
と
し
て
虚
構
さ
れ
た
主
観
の
態
度
で
あ
り
、
心
の
構
え
で
あ
っ
た
。
避
け
ら
れ

ぬ
開
化
の
悪
幣
に
対
し
て
し
ば
ら
く
拠
っ
た
塁
で
あ
る
。
乙
う
い
う
静
寂
を
求
め
る
心

が
激
石
の
一
生
続
い
た
現
実
嫌
悪
の
性
情
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
言
葉
の
精
密
な

意
味
で
、
そ
れ
は
一
時
的
な
塁
で
あ
り
、
空
虚
伝
心
が
こ
も
っ
た
仮
り
の
域
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
直
負
作
者
は
『
草
枕
』
を
否
定
し
て
「
二
百
十
白
』
「
野
分
』
を
書
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
題
名
が
一
示
す
よ
う
に
、
悠
長
に
人
の
世
を
彩
る
低
佃
趣
味
か
ら
烈
し
く
人

の
世
を
衝
く
倫
理
主
義
に
移
っ
た
。
こ
こ
で
作
者
は
、
静
寂
と
激
動
、
内
に
ひ
か
う
心

と
外
に
向
う
意
志
と
を
巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
敷
石
の
空
虚

が
、
時
に
右
の
塁
に
拠
り
、
時
に
思
い
あ
ま
っ
て
左
の
砦
に
拠
っ
て
人
の
世
K
対
処
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
草
枕
』
と
『
野
分
』
と
の
転
移
の
は
げ
し
さ
は
彼
の
空
虚
の
深

さ
を
諮
っ
て
い
る
。

「
余
俗
」
の
劣
性
に
つ
い
て
は
後
に
の
べ
る
が
、
本
当
は
次
の
乙
と
を
心
す
る
万
が

大
切
で
あ
ろ
う
。
激
石
が
指
摘
し
た
内
発
性
を
欠
い
た
贋
の
文
明
社
会
で
は
、
借
物
の

思
考
を
性
急
に
装
っ
て
時
流
に
乗
る
よ
り
は
、
ど
乙
ま
で
も
自
己
の
空
虚
に
生
き
て
内

発
す
る
も
の
を
待
つ
乙
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
苦
痛
と
忍
耐
と
誠
実
を
必
要
と
す
る
か
と

い
う
こ
と
。
そ
れ
が
激
石
の
文
明
論
上
の
位
置
の
高
さ
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
乙
と
で
あ
る
。
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写
生
文
に
関
す
る
子
規
と
激
石
の
意
見
の
ち
が
い
は
次
の
文
に
判
然
と
し
て
い
る
。

「
此
頃
ホ
ト
ト
ギ
ス
な
ど
へ
載
せ
て
あ
る
写
生
的
な
小
品
文
を
見
る
に
、
今
少
し
精



密
に
叙
し
た
ら
よ
か
ら
う
と
思
ふ
処
を
さ
ら
さ
ら
と
書
き
流
し
て
し
ま
ふ
た
為
に
興
味

索
然
し
た
の
が
多
い
や
う
に
思
ふ
。
自
的
が
其
事
を
写
す
に
あ
る
以
上
は
仮
令
う
る
さ

い
迄
も
精
密
に
か
か
ね
ば
、
読
者
に
は
合
点
が
行
き
難
い
。
・
・
・
・
肝
腎
な
目
的
物
を
写

す
処
は
何
処
迄
も
精
密
に
か
か
ね
ば
面
白
く
伝
い
。
さ
う
し
て
又
其
目
的
物
を
写
す
の

に
は
、
自
分
の
経
験
を
其
俵
客
観
的
に
一
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
も
前
に
屡
々

論
じ
た
ζ

と
が
あ
ろ
。
然
る
に
写
生
的
に
書
か
う
と
思
ひ
な
が
ら
却
て
概
念
的
の
記
事

文
を
書
く
人
が
あ
る
。
是
は
無
論
面
白
く
な
い
。
」
(
子
規
『
病
床
六
尺
』
明
三
五
)

「
写
生
文
家
は
自
己
の
精
神
の
幾
分
を
割
い
て
人
事
を
視
る
。
余
す
所
は
常
に
遊
ん

で
ゐ
る
。
遊
ん
で
ゐ
る
所
が
あ
る
以
上
は
、
写
す
わ
れ
と
、
写
さ
る
h

彼
と
の
簡
に
一

致
す
る
所
と
同
時
に
離
れ
て
居
る
局
部
が
あ
る
と
一
玄
ふ
意
味
に
な
る
。
全
部
が
ぴ
た
り

と
一
致
せ
ぬ
以
仁
は
写

8
る
〉
彼
に
な
り
切
っ
て
、
彼
を
写
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
依
然

と
し
て
彼
我
の
境
を
有
し
て
、
我
の
見
地
か
ら
彼
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
に
於

い
て
写
生
文
家
の
描
写
は
多
く
の
場
合
に
於
て
客
観
的
で
あ
る
。
」

(
激
石
『
写
生
文
』

明
四

O
)

「
文
章
に
低
御
趣
味
と
一
五
ふ
一
種
の
趣
味
が
あ
る
。
・
・
・
・
一
事
に
却
し
一
物
に
倒
し

て
、
独
特
も
し
く
は
連
想
の
興
味
を
起
し
て
、
左
か
ら
眺
め
た
り
右
か
ら
挑
め
た
り
し

て
容
易
に
去
り
難
い
と
云
ふ
風
な
趣
味
を
指
す
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
余
裕
が

あ
る
人
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
趣
味
で
あ
る
。
・
・
・
・
小
説
も
其
通
り
で
あ
る
。
篇
中
の

人
物
の
運
命
、
こ
と
に
死
ぬ
か
活
き
る
か
と
云
ふ
運
命
丈
に
興
味
を
置
い
て
居
る
と
自

然
と
余
総
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
従
っ
て
セ
ツ
パ
詰
・
っ
て
低
佃
趣
味
は
減
じ
て
来
る
o
」

ハ
激
石
『
「
鶏
頭
」
序
』
明
四
O
)

花
鳥
風
月
の
観
念
か
ら
新
し
い
心
を
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
し
た
子
規
に
と
っ
て
は
、

「
仮
令
う
る
さ
い
迄
も
精
密
に
」
書
く
の
が
時
代
の
要
求
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、
自
然
派
の
勢
い
の
中
で
激
石
の
写
生
が
反
対
に
余
裕
を
主
張
し
た
と
言
え
な
い

ζ

と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
子
規
は
子
規
で
あ
っ
て
、
五
年
の
寿
命
を
か
し
て
も
激
石

に
は
な
ら
な
い
、
ま
た
、
明
治
三
四
、
五
年
の
徽
石
も
決
し
て
子
規
の
よ
う
に
は
一
言
わ

な
か
っ
た
。
う
る
さ
い
ま
で
の
「
写
生
」
が
子
規
の
個
性
で
あ
っ
た
と
同
じ
比
重
で
、

低
御
趣
味
は
激
石
の
天
性
の
屈
折
し
た
表
現
で
あ
っ
た
。

激
石
は
、
あ
の
『
文
学
論
』
で
、
文
学
と
入
閣
を
求
め
て
心
勇
ん
だ
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
あ
ま
り
に
も
心
理
学
的
な
分
析
に
専
念
し
す
ぎ
た
、
あ
る
い
は
知
的
分
析
に

と
ど
ま
っ
た
。
彼
が
か
え
り
み
て
そ
れ
を
「
学
理
的
閑
文
字
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
理
由
の
一
つ
も
こ
ζ

に
あ
っ
た
〈
『
文
学
論
』
序
〉
。
彼
の
知
性
は
こ
の
反
省
庁
札

立
っ
て
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
を
尋
ね
た
。
そ
し
て
人
生
と
文
芸
の
理
組
と
し
て
真

美
善
壮
の
四
つ
を
提
示
し
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
が
「
互
に
平
等
な
権
利
を
有
し
て
、
椙

冒
す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
」
で
あ
る
と
も
説
い
た
。
四
つ
の
理
想
の
う
ち
、
時
代
と
と
も

に
「
真
」
に
一
番
重
点
を
お
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
見
解

に
激
石
の
包
括
的
な
眼
の
広
さ
を
伺
う
ζ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
同
時
に
私
は
、
そ
の

分
類
並
列
の
弊
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

身
に
つ
い
た
経
験
論
的
な
知
性
の
働
き
が
生
み
出
し
て
く
る
こ
の
並
列
主
義
の
奥
に

存
在
す
べ
き
人
間
生
存
の
核
に
、
乙
の
と
き
激
石
が
思
い
を
ひ
そ
め
な
か
っ
た
は
ず
は

な
い
と
思
う
の
だ
が
、
不
断
の
歯
痛
の
よ
う
に
じ
り
じ
り
と
し
た
も
ど
か
し
さ
の
中
で

核
を
つ
き
と
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
生
来
の
知
的
傾
向
に

沿
っ
て
、
か
か
る
分
類
癖
に
突
き
進
ん
で
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

自
然
派
の
狭
さ
を
指
摘
す
る
の
も
乙
の
並
列
主
義
か
ら
で
あ
り
、
『
草
枕
』
や
写
生

文
の
擁
護
も
こ
こ
に
生
れ
る
。
「
え
ら
い
、
え
ら
く
な
い
は
問
題
外
で
あ
る
。
只
彼
等

(
写
生
文
家
〉
の
態
度
が
か
う
だ
と
云
ふ
迄
に
過
ぎ
ぬ
」
と
い
う
写
生
文
家
擁
護
の
消

極
性
も
、

ζ

の
文
が
『
草
枕
』
を
否
定
し
た
後
に
書
か
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

や
は
り
、
真
美
善
壮
が
「
互
に
平
等
な
権
利
を
有
し
て
、
相
冒
す
べ
か
ら
ざ
る
標
準
」

と
す
る
知
性
の
せ
い
で
あ
る
等
々
。
|
|
図
式
的
に
言
え
ば
そ
う
い
え
る
。
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だ
が
し
か
し
、
こ
う
い
う
判
断
そ
の
も
の
が
、
ひ
か
ら
び
て
や
せ
て
い
る
ζ
と
ぞ
私

は
承
知
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
激
石
が
「
余
裕
」
を
求
め
た
奥
に
は
禅
へ
の
あ
こ
が

れ
が
潜
ん
で
い
る
乙
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
文
芸
・
人
生
の
い
く

つ
か
の
理
想
の
一
つ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
少
く
と
も
、
そ
れ
が
そ
の
時
の

激
石
に
は
、
存
在
の
核
に
至
る
道
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
く
、
『
草
枕
』
を
否
定
し
て
「
単
に
美
的
伝
文
字
は
昔
の
学
者
が
冷
評
し
た
如

く
閑
文
字
に
帰
着
す
る
。
俳
句
趣
味
は
此
閑
文
字
の
中
に
追
遥
し
て
喜
ん
で
居
る
。
然

し
大
な
る
世
の
中
は
か
〉
る
小
天
地
に
寝
こ
ろ
ん
で
居
る
様
で
は
到
底
動
か
せ
な
い
。

然
も
大
に
動
か
さ
Y
る
べ
か
ら
ぶ
る
敵
が
前
後
左
右
に
あ
る
。
萄
も
文
学
を
以
て
生
命

と
す
る
も
の
な
ら
ば
単
に
美
と
い
ふ
丈
で
は
満
足
が
出
来
な
い
こ
と
い
い
「
僕
は
一

面
に
於
て
俳
話
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
死
ぬ
か
生
き
る
か
、
命
の

や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
、
き
烈
し
い
精
神
で
文
学
を
や
っ
て
見
た
い
。

そ
れ
で
な
い
と
何
だ
か
難
を
す
て
〉
易
に
つ
き
劇
を
厭
ふ
て
関
に
走
る
所
謂
腰
抜
文
学

者
の
様
な
気
が
し
て
な
ら
ん
。
」
(
鈴
木
三
重
吉
宛
書
簡
・
明
三
九
・
一

0
・
二
六
〉

と
書
い
た
彼
の
倫
理
的
情
熱
も
、
乙
れ
も
人
生
の
一
局
部
、
と
い
う
よ
う
な
、
な
ま
や

さ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
乙
に
激
石
の
、
頭
と
心
、
理
知
と
心
情
と
の
霜
離
が
あ
っ
た
。

『
草
枕
』
の
美
と
『
野
分
』
の
倫
理
「
『
倫
敦
塔
』
等
の
浪
慢
性
左
『
猫
』
『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』
の
現
実
性

!
l
乙
れ
ら
は
す
べ
て
、
激
石
の
強
烈
な
「
心
」
の
外
化
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
「
心
」
の
う
ち
で
相
反
す
る
方
向
を
と
る
は
げ
し
い
動
き
で
あ
っ
た
。

乙
の
「
心
」
に
対
し
て
分
析
並
列
の
理
知
が
対
立
し
て
い
る
。
激
石
が
『
文
学
論
』
を

学
理
的
関
文
字
と
い
っ
た
と
き
の
、
そ
の
「
閑
文
字
」
と
、
『
草
枕
』
の
俳
句
趣
味
を

「
関
文
字
」
と
い
っ
た
と
き
の
そ
れ
と
は
全
く
異
っ
た
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
だ
。
お

そ
ら
く
前
者
は
彼
を
い
ら
だ
た
せ
た
に
違
い
な
く
、
後
者
は
そ
れ
な
り
に
す
っ
き
り
と

し
た
否
定
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
「
余
裕
」
を
一
時
的
な
塁
と
の
べ
た
乙
と
と
、

裕
」
も
強
烈
な
心
の
表
現
だ
と
書
い
た
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
事
情
は

倫
理
主
義
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
余
裕
の
美
と
倫
理
が
「
心
」
の
対
立
で
あ

っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
知
的
並
列
主
義
は
、
常
に
乙
の
「
、
む
」
と
と
も
に
存
在
し
て
希

離
す
る
閑
文
字
で
あ
っ
た
の
だ
。

で
は
、
『
草
枕
』
の
閑
文
字
た
る
所
以
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

6 

「
余
裕
」
は
、
対
象
に
対
し
て
距
離
を
保
つ
、
客
観
世
界
の
絶
対
化
に
留
保
を
つ
け

る
心
の
構
え
で
あ
り
、
近
代
の
実
証
主
義
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
だ
が
、
乙
の
反
近
代
的
な
態
度
も
ま
た
皮
肉
に
も
主
体
の
喪
失
と
い
う
近
代
的
な

「
余

結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
人
が
子
供
を
見
る
態
度
と
た
と
え
た
写
生
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
で
あ
っ
た
『
草

枕
』
の
非
人
情
は
、
客
観
主
義
を
唱
え
る
自
然
派
の
狭
溢
さ
や
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
を

標
梼
し
な
が
ら
我
に
と
ら
わ
れ
た
浪
慢
性
へ
の
嫌
悪
を
示
し
て
い
る
と
し
て
も
、
彼
自

身
に
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
美
や
主
観
の
積
極
的
な
擁
護
と
い
う
心
を
躍
ら
す

自
信
で
は
な
く
、
反
対
に
、
文
字
通
り
自
己
の
非
人
称
弘
主
観
の
透
明
化
と
い
う
、

激
石
の
性
格
と
し
て
は
耐
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

私
は
さ
き
に
激
石
の
知
と
情
の
矛
盾
に
ふ
れ
た
。
知
的
分
析
の
並
列
主
義
の
い
ら
だ

ち
に
ふ
れ
、
〈
あ
れ
か
こ
れ
か
〉
で
は
な
く
〈
あ
れ
も
乙
れ
も
〉
の
嫌
悪
に
つ
い
て
の

ぺ
た
。
そ
し
て
そ
の
一
日
阿
部
で
あ
る
美
の
実
践
と
し
て
の
『
草
枕
』
も
、
容
に
た
て
乙

も
っ
た
作
者
の
心
情
か
ら
す
れ
ば
一
局
部
ど
乙
ろ
で
は
な
い
強
烈
な
願
い
で
あ
っ
た

と
の
ベ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
知
K
お
い
て
〈
あ
れ
も
乙
れ
も
〉
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
の

『
草
枕
』
も
、
心
に
お
い
て
は
〈
あ
れ
か
こ
れ
か
〉
の
の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
作
品
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
お
い
た
。
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が
、
乙
乙
で
更
に
重
要
な
一
歩
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
c

と
い
う
の
は
、
激
石
と

い
う
入
閣
を
満
た
す
道
、
「
心
」
の
要
求
を
満
た
す
道
一
が
、
常
に
対
立
し
て
存
在
す
る

「
頭
」
の
姿
求
を
支
え
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
位
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
激
石
の

個
性
の
金
、
き
姿
は
、
心
が
頭
を
支
え
と
し
て
、
そ
の
軌
道
に
の
っ
て
は
じ
め
て
生
き
た

実
体
と
な
り
、
頭
が
心
に
満
た
さ
れ
て
は
じ
め
て
干
乾
び
た
論
理
並
列
の
相
を
脱
し
て

実
質
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
告
も
つ
、
と
い
う
と
乙
ろ
に
あ
っ
た
。
激
石
生
来
の
知
的
傾
向

に
つ
い
て
は
、
彼
の
心
の
深
部
の
表
現
だ
と
い
わ
れ
る
『
夢
十
夜
』
に
さ
え
そ
の
原
型

が
鮮
や
か
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
特
貰
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
論
じ

て
み
た
い
c

と
ま
れ
、
知
は
激
石
の
、
む
が
生
き
て
走
る
た
め
の
軌
道
の
よ
う
な
も
の

で
あ
り
、
彼
の
生
き
万
の
主
体
性
を
保
証
す
る
印
で
あ
っ
た
。
激
石
が
禅
を
求
め
つ
ず
つ

け
た
の
も
、
生
淀
知
を
賞
、
き
理
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
逆
説
に
さ
え
思
え
る

ほ
ど
だ
。
と
す
れ
ば
激
石

K
、
「
余
絡
」
の
も
た
ら
ず
自
己
主
体
の
非
人
称
化
が
耐
え

ら
れ
る
は
ず
は
々
か
う
た
。
激
石
に
激
石
的
な
救
い
が
訪
れ
る
と
す
れ
ば
、
知
性
に
よ

る
知
性
の
克
服
以
外
に
な
い
。
知
性
を
通
し
て
、
し
か
も
近
代
理
知
の
病
患
を
一
超
え
て

「
心
」
の
表
現
に
達
す
る
こ
と
。
婚
を
求
め
る
の
も
、
禅
に
は
門
外
漢
だ
と
す
る
嘆
き

も
、
乙
の
課
題
の
裏
面
で
あ
っ
た
。
こ
の
激
石
的
課
題
の
章
一
み
に
く
ら
べ
れ
ば
、
い
わ

ゆ
る
「
余
抑
制
」
な
ど
は
、
乙
の
門
外
漢
の
嘆
き
が
描
い
た
虚
構
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
は
主
体
の
喪
失
で
あ
っ
た
。

ζ

う
い
う
事
情
が
、
激
石
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
は
見
や
す
い
乙
と
だ
。

主
観
の
透
明
化
の
度
合
い
に
比
例
し
て
客
観
陛
界
も
ま
す
ま
す
抽
象
化
し
て
ゆ
く
。
突

然
爆
発
し
た
よ
う
な
転
向
に
見
え
る
三
重
吉
宛
書
簡
や
、
「
野
分
』
の
白
井
道
也
の
叫

ぴ
が
暗
示
す
る
も
の
は
、
透
明
化
さ
れ
濃
度
を
失
っ
た
主
観
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

倫
理
・
責
任
に
よ
る
待
対
世
界
の
回
復
衝
動
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

7 

激
石
が
講
演
し
た
日
本
文
化
の
「
外
発
性
」
と
い
う
見
方
は
、
近
代
批
判
の
骨
子
を

形
づ
く
っ
て
き
た
が
、
文
化
が
「
内
発
的
。
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は

J
E

口
う
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
そ
の
内
発
伝
る
-
語
を
発
言
者
の
真
実
な
世
間
と
し
て
保
証
す
る
も
の
は
、

外
発
の
必
要
性
と
そ
の
弊
害
に
傷
つ
い
て
い
る
深
き
で
あ
る
。

「
凡
そ
吾
人
の
厭
世
に
傾
く
原
田
の
う
ち
で
其
巌
も
大
な
る
も
の
は
何
で
あ
ら
う
と

考
へ
て
見
る
と
、
私
は
斯
う
思
ふ

o
l
-
-
吾
人
が
吾
人
の
生
活
上
に
、
所
謂
開
化
仕
る

も
の
の
欠
く
べ
か
ら
さ
る
を
覚
る
と
同
時
に
、
所
謂
開
化
位
る
も
の
の
吾
人
に
満
足

を
与
ふ
る
に
足
る
も
の
で
無
い
こ
と
を
徹
底
に
覚
っ
た
時
で
あ
る
。
土
日
ル
ソ
ー
は
自
然

に
帰
れ
と
叫
ん
だ
。
凡
て
の
人
工
的
制
度
を
打
破
せ
よ
と
叫
ん
だ
。
之
を
打
破
し
て
自

然
に
帰
れ
ば
黄
金
時
代
を
生
ず
る
に
足
る
と
の
確
信
を
有
し
て
居
た
か
ら
で
あ
る
。
乙

の
確
信
が
あ
る
聞
は
、
現
在
に
不
満
足
か
は
知
ら
ぬ
が
、
そ
の
不
満
足
は
現
在
に
不
満

足
な
の
で
、
絶
望
と
云
ふ
訳
で
は
無
い
。
然
し
な
が
ら
も
現
在
に
も
満
足
が
出
来
ぬ
、

過
去
に
も
同
情
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
、
所
謂
文
明
伝
る
も
の
は
過
去
、
現
在
、
未
来
に
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瓦
り
て
到
底
人
間
の
脱
却
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
と
知
る
と
同
時
に
、
文
明

の
価
値
は
極
め
て
低
い
も
の
で
、
到
底
こ
の
社
会
を
救
済
す
る
に
足
ら
ぬ
と
看
破
し
た

以
上
は
、
腕
を
扶
い
て
考
へ
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
天
を
仰
い
で
長
大
息
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
厭
世
の
文
学
は
這
の
際
に
起
る
も
の
で
あ
る
。
文
明
と
云
び
開
化
と
一
五
ふ
も
の

に
飽
き
果
て
た
る
に
も
係
ら
ず
、
そ
の
文
明
な
り
開
化
な
り
を
如
伺
と
も
す
る
能
は
ざ

る
時
機
代
発
生
す
る
の
で
あ
る
G

一
(
『
文
学
評
論
』
明
三
八
〉

厭
世
家
ス
ヰ
フ
ト
を
語
る
激
石
の
知
性
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
日
本
の
開
化
の
重
み
を
受

け
と
め
て
い
た
か
、
内
発
の
語
に
ど
れ
ほ
と
の
深
い
自
己
救
済
を
か
け
て
い
た
か

l
l

ζ
れ
は
言
葉
の
正
当
な
意
味
で
、
現
実
的
な
明
治
日
本
人
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
内
発
」
が
形
式
概
念
に
と
ど
ま
っ
て
具
体
的
な
内
実
を
も
た
ぬ
空
し
さ



が
続
い
た
。

私
は
あ
ま
り
に
激
石
内
部
の
空
し
さ
に
固
執
し
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
乙

の
固
執
か
ら
生
ず
る
も
の
ζ

そ
、
激
石
の
基
底
へ
の
展
望
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、

空
し
さ
に
着
目
す
る
と
き
、
内
発
性
は
激
石
に
と
っ
て
生
容
の
固
有
な
領
域
へ
到
達
す

る
主
体
的
な
形
式
K
転
位
す
る
の
で
あ
る
。

激
石
は
臼
本
を
棋
無
し
草
と
感
じ
た
。
彼
自
信
も
根
無
し
草
で
あ
っ
た
。
外
発
文
化

と
は
単
に
模
倣
文
化
の
謂
で
は
な
く
、
文
化
の
根
づ
く
べ
き
真
に
故
郷
的
な
土
壌
を
喪

失
し
て
い
る
状
況
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
帰
る
べ
き

「
故
郷
」
を
も
た
伝
い
空
し
さ
と
重
な
っ
て
い
る
。

空
し
き
が
故
郷
を
、
生
存
の
核
で
あ
る
何
か
を
求
め
る
。
主
客
の
対
立
を
超
え
た
何

か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
余
裕
」
に
か
け
ら
れ
た
期
待
も
そ
の
何
か
に
あ
っ
た
。
中
期

以
降
の
創
作
は
、
愛
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
、
あ
た
か
も
愛
の
不
可
能
を
立
証

す
る
か
の
よ
う
に
。
激
石
代
故
郷
的
な
も
の
、
主
客
の
対
立
を
乙
え
た
世
界
、
愛
の
可

能
性
が
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
予
想
す
る
か
ぎ
り
、
激
石
は
あ
く
ま
で
そ
れ
に

知
性
で
も
っ
て
迫
ろ
う
と
す
る
。
知
性
に
よ
る
知
性
の
克
服

l
!こ
の
難
聞
に
し
か
、
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逃
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
文
明
の
中
に
生
き
て
、
文
明
を
超
え
る
道
は
な
い
と
、
激
石
の

資
質
が
激
石
自
身
に
諮
り
つ
づ
け
こ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。


