
ケ
イ
な
セ
リ
フ
の
例
と
い
え
よ
う
。
作
中
で
一
番
決
刻
で
あ
る
ほ
ず
の
舞
台
の

問
に
こ
う
し
た
笑
い
を
わ
す
れ
ず
、
か
え
っ
て
事
態
の
切
迫
を
元
す
心
に
く
い

手
法
で
あ
る
。
（
一
二
五
郎
の
方
は
「
義
経
千
本
桜
」
の
ク
い
が
み
の
樺
太
タ
を

も
じ
っ
て
ク
臨
樟
〃
に
し
て
あ
る
。
）

7

　

そ

　

の

　

他

　

1

例

文
久
元
年
五
月
守
田
座
「
竜
三
升
高
根
雲
覇
」

可
釧
ヨ
盟
用
国
別
可
1
割
創
刊
目
角
叫
盟
胤
珂
劉
瑚
用
．
感
利
圃
創
融
河
到
U
。

可
が
、
皐
ひ
こ
れ
に
七
が
袷
こ
れ
を
こ
の
場
の
形
代
に
、
あ
れ
と
思
っ
て
造

っ
て
行
ぎ
や
れ
。
」
　
（
大
切
・
見
世
物
師
内
の
場
）

野
晒
小
兵
エ
が
セ
ガ
レ
六
之
助
に
む
か
っ
て
い
う
セ
リ
フ
。
そ
の
六
之
助
は
因

果
小
骨
と
′
よ
ば
れ
る
大
ヌ
一
ス
ビ
ト
で
ヵ
ソ
ド
ゥ
さ
れ
て
い
る
。
福
島
臣
の
抱
え

ヽ

　

ヽ

お
園
と
ち
ぎ
っ
て
い
る
彼
も
、
の
ち
に
は
廓
を
つ
れ
だ
し
て
親
の
家
に
お
ち
あ

い
捕
わ
れ
よ
う
と
す
る
が
、
小
兵
エ
が
罪
を
お
う
三
一
人
を
逃
が
し
て
や
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ク
赤
垣
徳
利
の
別
れ
″
　
は
黙
阿
弥
が
講
釈
に
よ
っ
て
つ
く
っ

た
。
こ
れ
よ
り
ヨ
年
ま
え
、
安
政
五
年
五
月
の
こ
と
で
、
市
村
座
に
か
け
ら
れ

た
「
仮
名
手
本
硯
高
島
」
が
そ
れ
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、
小
兵
工
役
の
小
田
次

が
赤
坂
源
蔵
に
扮
し
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
当
て
こ
ん
で
も
あ
る
。
つ
け
く

わ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
翌
安
政
六
年
十
月
の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
は

大
序
か
ら
≡
段
目
ま
で
と
切
の
日
月
屋
の
浄
瑠
璃
、
そ
れ
に
赤
塩
の
徳
利
と
銘

々
伝
の
討
人
か
ら
高
輪
の
引
揚
を
加
え
た
も
の
だ
と
年
代
記
に
も
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
も
赤
垣
の
役
は
か
の
小
田
次
だ
っ
た
。

－
広
島
大
学
文
学
部
助
手
－

想
　
実
　
論
　
の
　
虚
　
開

－
　
忍
　
月
・
鴎
　
外
・
透
　
谷
　
－

磯

只

学
史
論
の
常
套
と
な
っ
た
観
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
自
体
に
別
に
問
題
は
な
い

－290－

坪
内
迫
迄
の
『
小
説
神
髄
』
と
の
対
比
に
お
い
て
、
二
琵
亭
四
迷
の
「
小
説

い
こ
．

臣
転
結
施
瀾
隼
綾
は
渦
潮
な
慄
牒
瀾
潤
と
し
て
た
か
く
評
価
す
る
昔
と
は
、
す
l

で
に
文

が
、
し
か
し
、
二
葉
亭
の
認
識
を
ま
っ
た
く
の
孤
峰
と
L
C
珍
重
す
る
よ
4

な
、
そ
の
強
調
．
の
一
般
的
あ
り
よ
う
が
、
話
を
ひ
ど
く
単
純
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
、
私
は
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

－
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二
式
亭
の
原
論
的
翠
型
聖
そ
れ
酷
つ
す
く
．
か
れ
の
全
文
学
的
営
為
玖
う
ら

打
ち
に
お
い
て
千
鈎
の
重
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
そ

れ
が
い
ち
は
や
い
先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
あ
あ
い
う
考

え
か
た
は
、
当
時
、
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
・
か
れ
の
意
見
の
根
本
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
宍
相
と
虚
相
、
つ
ま
り
自

然
と
自
然
の
意
と
を
弁
別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
題
は
、
ひ
き
つ

ヽ

　

　

ヽ

づ
い
て
の
、
明
治
二
〇
年
代
の
前
半
に
お
い
て
、
契
対
怨
の
問
題
と
し
て
、
評

現
の
一
中
心
課
題
と
な
っ
た
叡
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
主
張
源
は
新
帰
朝
の
莫
学
者
森
鴎
外
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
の
か
ら
み

あ
い
に
お
い
て
体
系
的
な
「
想
輿
論
」
を
展
開
し
た
石
橋
忍
月
も
、
見
の
が
し

て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
一
三
年
に
な
る
と
、
北
村
透
谷
．
が
、
「
想
世

界
」
に
自
己
の
生
を
燭
け
る
と
い
っ
た
形
で
、
き
わ
だ
っ
た
恩
想
運
動
を
戻
関

す
る
が
、
か
れ
の
そ
の
発
想
が
、
悶
外
ら
・
の
想
宍
弁
別
の
理
論
運
動
を
ふ
害
え

て
い
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
発
想
の
質
は
も
ち
ろ
ん
一
律
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の

差
を
含
め
て
、
こ
の
動
き
の
全
体
を
一
つ
の
流
れ
と
し
て
と
ら
え
、
批
評
す
る

こ
と
が
必
層
だ
と
私
は
思
う
。
も
ち
ち
ん
、
こ
の
流
れ
の
向
こ
う
が
わ
に
は
、

迫
追
風
の
累
朴
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ま
た
、
民
友
社
風
の
常
識
的
・
功
利
的
な
理
想

主
義
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
常
識
的
で
あ
っ
た
だ
け
に
よ
り
ひ
ろ
く
う
け
い
れ
ら

れ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
ち
ら
の
動
き
も
、
か
な
ら
ず
L
も
そ

れ
ほ
ど
さ
さ
や
か
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
だ
が
、
結
局
、
そ
れ
が
す
べ
て

敗
亡
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
開
田
が
あ
る
の
で
あ
る
。
必

ヽ

　

ヽ

要
な
の
は
、
そ
の
間
題
を
、
個
々
の
発
想
主
体
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
連
関

ヽ

　

ヽ

的
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
間
置
は
も
う
す
こ
し
開
か

れ
た
か
た
ち
で
出
て
く
る
だ
ハ
う
。
二
葉
亭
風
の
文
学
認
識
が
ま
ず
最
初
に
確

立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
∴
と
1
い
う
感
傷
的
詠
嘆
な
ど
は
、
料
に
な
に
ご
と
を
も
語

り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
こ
う
し
た
問
題
を
全
面
的
に
匡
関
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
論
の
す
じ
み
ち
だ
け
を
こ
こ
で
あ
き
ら
か
に
し
て
み
た

い
と
思
う
。

〓

明
治
二
〇
年
の
は
じ
め
か
ら
、
文
学
批
評
家
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
石
橋

忍
月
の
教
養
源
は
、
ゲ
ー
テ
・
シ
ラ
ー
な
ど
の
ド
イ
ツ
文
学
で
あ
り
、
芸
に

は
、
レ
ッ
シ
ソ
グ
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
が
範
と
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
出
発
が
坪
内
迫
迄
の
影
響
下
に
聖
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の

ヽ

写
実
の
妙
を
た
た
え
た
『
浮
雲
』
評
な
ど
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
あ
き
ら
か
だ
と
言

え
る
○し

か
し
、
ド
イ
ツ
流
の
思
念
に
み
ち
び
か
れ
た
か
れ
の
浪
澤
的
欲
求
は
、
や

は
り
、
そ
こ
に
露
程
ま
り
か
ね
た
よ
う
で
、
そ
の
き
ざ
し
は
、
享
、

「
浮
雲
竺
梢
超
壁
と
二
二
二
『
女
学
窯
』
）
に
お
い
て
、
「
夫
れ

小
説
は
社
会
の
翌
を
材
料
上
し
、
八
街
が
以
て
理
和
上
の
一
覧
を

構
造
す
る
者
な
れ
ば
、
」
云
‡
言
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
あ
ら
わ
れ

て
い
る
・
こ
れ
な
ど
は
、
二
葉
亭
の
小
説
論
と
の
対
応
に
お
い
て
も
、
か
な
り

注
目
す
べ
き
言
い
か
た
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
前
提
は
、
結
局
、
小
説
の

主
人
公
の
行
為
は
一
貫
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
技
法
諭
に
す
ぐ

つ
な
が
っ
て
い
っ
て
い
て
、
こ
れ
以
上
の
本
質
論
の
正
閏
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ

な
い
・
・
そ
し
て
、
全
体
は
や
は
り
写
実
的
見
地
か
ら
の
褒
詮
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

だ
が
、
漸
次
、
か
れ
は
、
自
分
の
文
学
理
論
の
準
備
を
志
す
よ
う
に
な
る
の

一一291－



甘
（
こ
の
点
が
も
う
一
人
の
批
評
家
内
田
不
知
庵
な
ど
と
か
れ
の
ち
が
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
）
、
そ
の
意
味
で
ま
ず
注
目
せ
ら
れ
る
の
が
、
≡
年
一

二
月
の
「
ゲ
エ
テ
ー
論
」
　
（
『
国
民
之
友
』
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
れ
は
、

「
氏
（
ゲ
エ
テ
ー
）
は
極
宍
派
の
詩
人
な
る
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
睦
美
の
結
構
な

り
、
氏
は
客
観
的
の
詩
人
な
る
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
主
観
的
の
構
造
な
り
、
」
と

い
う
二
元
の
観
点
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
か
れ
自
身
の
発
明

で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
一
元
論
が
や
が
て
か
れ
の
文
学
理
論
の
基
本
核
と
な

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
翌
年
鴎
外
が
プ
ッ
ト
シ
ヤ
ー
ル
に
よ
っ
て
文

学
を
実
際
派
と
珪
憩
派
に
分
類
す
る
、
そ
の
い
わ
ば
さ
き
が
け
で
あ
る
と
い
ぅ

点
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
、
兄
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
文
革
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
元
思
考
が
、
技
法
諭
の
か
た
ち
で
本
格
的
に
良
川
さ
れ
る

の
が
、
二
二
年
九
月
の
「
詩
人
と
外
来
物
」
（
『
国
民
之
友
』
）
で
あ
る
。

一
口
に
い
え
ば
、
か
れ
は
こ
こ
で
、
詩
人
（
文
学
者
）
は
1
そ
の
主
観
を
表

現
す
る
の
に
外
来
物
を
媒
介
と
す
る
こ
と
が
必
事
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
般
化
L
C
い
え
ば
、
主
観
と
客
観
と
の
融
合
を
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
力
点
は
あ
く
ま
で
そ
う
い
う
中
慣
性
の
上
に
あ
る
の
だ
が
、

そ
の
な
か
で
、
文
学
は
「
総
て
巴
想
的
の
観
念
を
要
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
何
と

な
れ
ば
実
際
の
世
界
と
詩
歌
の
世
界
は
同
一
の
も
の
に
非
ざ
れ
は
な
。
、
」
と

は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。

こ
ぅ
い
う
確
言
に
は
、
多
分
鴎
外
の
論
の
影
響
が
あ
る
と
私
は
思
う
が
、
そ

れ
は
と
に
か
く
、
こ
の
前
提
の
上
に
立
っ
て
、
か
れ
は
、
「
予
は
只
破
察
し
た

る
外
来
物
を
芸
匠
中
若
く
は
其
潤
色
の
或
る
部
分
に
応
用
し
て
理
想
を
し
て

†
マ

怪
訝
な
急
変
な
る
妄
想
と
な
ら
し
む
る
外
れ
と
言
ふ
の
み
、
」
と
い
ぅ
風

に
、
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

駅
駐
院
臥
際
　
軋
糧
皇
濡
堤
学
眉
竃
遺
骨
濃
度
．
宗
と
孝
志
。
．
t
I

れ
を
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

「
ソ
モ
小
説
は
作
者
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
あ
り
て
宇
宙
問
よ
り
材
料
を
取
り
共

を
美
術
的
の
象
形
に
収
合
す
る
者
也
、
然
れ
ど
も
唯
此
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
が
求
め

た
右
材
料
を
書
き
併
べ
る
の
み
を
以
ツ
て
小
説
と
は
言
ふ
可
か
ら
ず
筍
も
小
説

た
る
以
上
は
人
間
の
実
生
活
を
模
造
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
」
　
（
「
小
説
群
芳
第

二
初
時
雨
」
二
二
二
二
『
国
民
之
友
』
）

こ
の
前
半
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
反
写
実
的
文
学
論
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
・
ま
え
と
お
な
じ
発
想
法
に
よ
っ
て
、
技
法
論
的
に
写
実
論
と
む
す
ぴ
つ
い

て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
説
は
、
や
は
り
鴎
外
の
想
論

む
う
け
つ
い
で
い
る
と
私
は
思
う
が
、
想
像
界
と
自
然
界
と
を
弁
別
す
る
こ
と

に
椚
甜
を
か
た
む
け
て
い
た
当
時
の
悶
外
に
、
想
像
が
す
ぐ
模
造
に
む
す
ぴ
つ

い
て
し
ま
う
、
こ
う
い
う
忍
月
の
諭
が
気
正
こ
い
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
こ
の
論

は
・
た
だ
ち
に
鴎
外
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
（
「
明
治
二

十
叩
批
既
八
の
詩
眼
」
二
三
二
『
し
が
ら
み
草
紙
』
）

こ
の
間
外
の
批
判
が
多
分
二
つ
の
刺
哉
に
な
っ
て
、
忍
月
は
、
や
が
て
体
系
的

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

な
憩
輿
哲
は
m
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
は
し
り
は
、
ニ
三
年
三

月
笠
江
湖
加
間
‡
『
国
民
之
茨
』
に
見
ら
れ
る
。
（
引
用
省
略
）
そ
し

て
、
鴎
外
も
、
こ
れ
に
期
待
す
る
む
ね
の
あ
い
さ
つ
を
送
っ
て
い
る
が
（
「
忍

月
居
士
の
人
形
を
祝
し
て
」
＜
『
江
湖
訊
聞
』
＞
）
、
忍
月
が
そ
れ
を
総
合
的

な
か
た
ち
で
示
し
た
の
は
、
一
云
年
一
月
、
緊
芳
十
喧
第
八
巻
『
苛
金
村
』
に

収
載
さ
れ
た
「
想
輿
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
文
の
あ
と
に

は
「
明
治
二
十
三
l
年
四
月
中
の
作
」
と
あ
る
。
）

こ
れ
は
、
詩
・
詩
人
の
定
義
か
ら
は
じ
め
て
、
推
敲
鍛
鯨
の
法
に
ま
で
い
た

る
全
九
葺
か
ら
な
る
組
私
的
な
論
で
、
忍
月
の
文
学
原
論
の
集
大
成
と
見
て
よ

い
も
の
で
ぁ
受
そ
℃
て
・
そ
の
ヰ
核
を
な
す
の
が
、
つ
音
の
よ
づ
な
、
恕
共

－292－



Ⅶ
凋
瑚
出
端
㌍
∵
由
入
、
．
感
l
契
調
和
の
諭
で
あ
る
。

†
†

「
さ
れ
ば
詩
の
要
は
内
に
禁
を
設
け
妄
字
之
を
矢
に
し
、
外
に
真
且
芸

採
。
て
又
之
を
虚
象
に
帰
す
る
に
在
り
ー
決
に
持
は
憩
よ
り
出
て
1
実
に
入
り
、

又
宍
上
り
出
て
1
怨
に
入
る
へ
し
、
俗
に
州
輿
は
悪
派
実
写
派
の
分
る
晶

と
す
る
は
誤
れ
。
、
埴
相
荘
矢
等
派
の
分
る
1
は
只
想
突
出
入
の
先
后
に
由
る

の
み
、
」

「
詩
人
と
外
来
物
」
以
来
の
発
想
の
二
億
の
徹
底
化
を
、
私
た
ち
は
こ
こ
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
‥
そ
の
徹
底
化
に
お
い
て
か
え
っ
て
は
っ

き
り
見
え
て
く
る
の
は
、
か
れ
が
、
結
局
、
憩
と
実
と
を
異
次
元
存
在
と
し
て

は
琴
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
l
L
と
は
、
か
れ
の
あ
げ
て
い
る
契
例
を
検
討
す
れ
ば
明
際
だ
が
、
た
と

え
ば
、
「
燈
火
凪
に
あ
た
り
て
チ
ラ
ー
（
上
を
、
「
風
に
瞬
く
燈
火
」
と
い

う
凪
に
表
現
す
る
こ
と
が
、
宍
か
ら
想
に
入
る
こ
と
で
あ
。
、
「
世
途
如
何
に

し
す

瞑
難
な
。
と
蹄
も
一
度
生
れ
た
る
者
は
必
ず
死
ま
で
到
着
す
」
と
い
う
観
念

を
、
「
揺
藍
か
ら
基
場
ま
で
の
荊
兢
の
路
、
杖
を
持
っ
て
も
持
吏
い
で
も
、
誰

れ
L
も
一
度
は
歩
き
尽
す
も
の
、
」
と
い
う
風
に
容
く
こ
と
が
、
憩
か
ら
矢
に

入
る
こ
と
だ
と
す
る
、
そ
う
い
う
説
明
を
読
む
と
、
か
れ
が
、
た
だ
、
主
観
と

客
観
（
外
物
）
と
い
う
同
次
元
対
立
物
の
慧
口
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
，

そ
し
て
、
こ
う
し
た
思
考
の
延
長
線
で
、
詩
境
と
入
境
と
を
区
別
し
て
、

「
真
綿
菜
畦
に
立
ち
顧
み
て
跡
を
蒸
ひ
来
れ
る
家
鳩
に
担
包
を
与
ふ
る
の
体
」

は
詩
境
だ
が
・
「
産
婦
野
辺
に
足
を
投
出
し
て
焼
芋
を
喰
ふ
の
体
」
は
入
境
で
、

詩
に
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
機
械
的
弁
別
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る

の
で
あ
る
。

二
葉
亭
が
失
調
と
虚
相
と
を
区
別
し
七
と
き
、
か
れ
は
決
し
て
こ
ん
な
風
の

こ
Y
L
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
せ
た
．
国
タ
カ
一
芸
′
ト
ラ
1
．
．

境
・
詩
境
の
別
品
い
た
と
き
も
、
こ
ん
な
素
材
的
弁
別
を
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
い
ず
れ
も
、
両
者
の
異
次
元
性
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

忍
月
は
、
こ
の
論
の
最
後
で
、
近
校
の
虚
実
皮
膜
論
を
礼
讃
し
て
い
る
が
、

か
れ
の
思
弁
は
、
結
局
、
そ
の
辺
の
、
い
わ
ば
平
面
論
理
を
越
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
＼
忍
月
の
こ
う
い
う
思
考
法

を
、
一
次
元
恩
考
、
あ
る
い
は
自
然
科
学
的
（
素
朴
宍
在
的
）
思
考
と
呼
ん
で

も
よ
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
う
い
う
思
弁
は
、
結
局
、
技
術
論
虹
こ
な
っ
て
ゆ
く

以
外
は
な
い
も
の
で
、
忍
月
の
論
が
、
多
く
、
原
超
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
す

ぐ
さ
ま
枝
法
論
に
転
化
し
て
ゆ
く
い
わ
れ
は
、
基
本
的
に
は
こ
こ
に
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
か
た
が
、
迫
迄
ら
の
、
や
は
り
一
次
元
的
・
自
然
科
学

的
写
実
論
の
根
本
的
対
立
物
に
な
り
え
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

忍
月
を
諭
ず
る
場
、
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
点
は
な
お
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
こ
の

「
想
突
諭
」
に
も
、
別
に
見
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
ま
薫
　
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
詩
学
の
導
入
の
こ
こ
ろ
み
な
ど
も
貴
重
で
あ
る
。
小
説
の
定
義
と
し

て
も
、
別
に
「
人
間
生
清
を
写
す
を
以
て
目
的
と
し
、
人
と
運
命
と
の
問
を

規
定
す
る
天
然
の
法
則
、
及
び
動
力
と
反
動
カ
と
よ
。
来
れ
る
行
為
を
写
す
べ

き
も
の
」
（
「
閏
秀
小
説
家
の
答
を
読
む
」
二
三
∴
四
『
国
民
之
友
』
）
と
す

る
よ
う
な
、
興
味
あ
る
発
言
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
一
般
論
的
理
論
展
開
の
奥

に
ほ
の
め
い
て
い
る
混
濁
的
情
念
な
ど
も
な
か
な
か
興
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
も
っ
と
も
、
か
れ
の
小
説
は
た
い
へ
ん
稚
拙
で
あ
る
。
）

だ
が
、
全
体
と
し
て
い
う
と
、
か
れ
が
い
か
に
も
法
学
者
ち
し
く
論
理
に
執

し
た
だ
け
に
、
い
よ
い
J
っ
よ
く
平
面
論
理
に
呪
縛
さ
れ
た
と
い
う
お
も
か
げ

が
色
こ
い
の
で
あ
り
、
・
そ
し
て
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
忍
月
と
い
う
個
を

一293　－
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越
え
た
大
き
な
問
責
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
い
ま
は
、
こ
の
間
題
に

立
ち
ど
ま
ら
ず
に
、
さ
き
を
い
そ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

≡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

っ

m
外
の
最
初
の
文
学
上
の
苑
∵
U
は
、
二
二
年
一
月
に
『
読
売
新
聞
』
に
投
ぜ

ら
れ
た
「
小
説
諭
」
で
あ
る
。
周
如
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
か
れ
は
、
ゾ
ラ
の
契

険
小
説
m
む
紹
介
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
説
を
退
け
て
い
る
。
こ
れ
は
プ
ッ
ト

シ
ャ
ー
ル
の
説
の
い
わ
ば
田
山
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
文
学
と
科
学
の
同
一

視
の
ま
ち
が
い
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
、
私
た
ち
は
、
こ
こ
に
、
そ
の
後
の
悶

外
の
文
学
論
の
根
本
モ
チ
ー
フ
の
提
示
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
班
的
な

指
摘
は
、
文
学
理
的
史
上
に
お
い
て
も
重
覇
だ
が
、
論
壊
充
分
に
明
快
と
ま
で

は
、
な
お
か
な
ら
ず
L
も
言
え
な
い
。
今
日
の
全
集
文
（
『
つ
き
く
さ
』
所
収

文
）
に
は
、
「
事
実
」
に
対
す
る
に
「
空
想
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
が
、

は
じ
め
の
も
の
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
鴎
外
の
評

諭
の
多
く
は
、
『
つ
き
く
さ
』
に
お
さ
め
ら
れ
る
と
き
、
か
な
り
改
訂
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
全
集
文
は
、
鴎
外
の
思
考
展
開
の
順
序
を
知
る
上
に

は
、
資
料
と
し
て
不
正
椎
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
章
も
、
『
し
が
ら

み
草
紙
』
再
掲
文
と
、
『
つ
き
く
さ
』
所
収
文
と
、
計
三
種
が
あ
る
。
以
下
の

説
明
は
す
べ
て
初
出
の
も
の
に
よ
る
。
）

こ
の
テ
ー
マ
が
、
充
分
の
紙
幅
を
も
っ
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
、
同

年
五
月
の
「
『
文
学
ト
自
然
』
ヲ
読
ム
」
　
（
『
国
民
之
友
』
）
に
お
い
て
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
漣
山
人
の
東
洋
タ
イ
プ
の
組
合
理
論
を
、
西
欧
的
な
分
析
論
理

に
よ
？
て
反
画
し
た
駁
論
で
、
鴎
外
の
目
標
は
、
第
一
に
、
文
学
と
自
然
を
、

第
二
に
、
文
学
と
倫
理
を
、
原
理
的
に
峻
別
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
恕
」
と
訳
さ
れ
七
イ
デ
ー
の
概
念
な
ど
に
、
な
お
来
電
遥
な
あ
い
ま
い
さ

ペ
グ
ス
　
r

が
た
だ
よ
っ
て
お
り
、
「
夫
レ
自
識
ノ
『
想
』
　
ハ
　
『
精
神
』
　
ナ
リ
不
日
識
ノ

『
憩
』
　
ハ
　
『
自
然
』
ナ
リ
『
票
』
　
ハ
　
『
自
然
』
　
二
眼
テ
『
精
神
』
ニ
醒
ム
『
美
』

7

丁

ン

タ

ジ

ー

ノ
『
精
神
』
中
二
漁
発
ス
ル
之
ヲ
『
空
憩
』
ト
謂
フ
」
な
ど
と
い
う
、
バ
ル
ト

マ
ン
美
学
の
唐
突
な
転
用
な
ど
は
、
ど
う
見
て
も
無
理
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

当
時
と
し
て
は
、
や
は
り
煩
を
絶
っ
た
本
格
的
分
析
論
法
が
こ
こ
に
あ
り
、
問

題
の
核
心
は
あ
ざ
や
か
に
衝
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

論
の
委
細
の
指
摘
は
略
す
る
が
、
と
に
か
く
、
こ
こ
で
、
美
と
真
と
蔓
と
の

美
学
的
弁
別
論
が
は
っ
き
り
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
、
文
学
と
科
学
と

を
何
と
な
く
混
同
さ
せ
て
い
た
『
小
説
神
位
』
と
は
基
本
的
に
異
質
の
論
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
の
鴎
外
は
、
ま
だ
『
小
説
神
髄
』
と
の
対
立
意
識
は

持
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
文
学
と
倫
理
を
は
っ
き
り
区
別
し
た
と
い
う
点

で
、
そ
れ
を
つ
よ
く
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
聞
小
説
な
ど
で

は
や
は
り
倫
理
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
、
な
ど
と
言
い
だ
す
常
識
家
蓬
遠
を

大
い
に
叱
咤
し
て
、
は
げ
ま
し
た
り
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
明
治
二
十

年
批
評
家
の
詩
眼
」
二
三
・
一
『
し
が
ら
み
草
紙
』
）
だ
が
、
や
が
て
両
者
が

正
面
か
ら
わ
た
り
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
因
縁
は
、
す
で
に
こ
の
出
発
点
か

－294　－

ら
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二
二
年
一
一
月
の
「
現
代
諸
家
の
小
説
論
を
読
む
」
（
『
し
が
ら
み
茸
紙
』
）

は
、
諸
家
の
論
を
だ
し
に
し
て
、
自
説
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
長
論
で
あ
る

ヽ

が
、
こ
こ
で
は
、
か
れ
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
訳
語
と
し
て
憩
と
い
う
こ
と
ば

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
使
い
、
想
と
材
と
を
文
学
に
不
可
欠
の
二
要
因
と
し
、
実
際
派
は
外
よ
り
詩

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

境
に
進
み
、
理
想
派
は
内
よ
り
詩
境
に
入
る
た
め
、
か
な
り
異
な
っ
て
見
え
る

エ
キ
ス
ク
ル
シ
ー
フ

が
、
両
者
は
決
し
て
は
じ
め
か
ら
「
相
拒
的
」
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し

・
て
い
る
バ
そ
し
て
、
実
際
と
理
想
の
両
廟
の
論
を
た
た
い
て
い
る
。
∴
（
忍
月
の

．
1
　
イ
′
．
一
ト
．
1
い
ト
ト
肯
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八
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瀾
瀾
瀾
Ⅷ
薫
薫
耐
射
那
覇
つ
い
が
．
乱
が
勘
計
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
ー
ま
あ
さ
ら
か
で
あ

る
。
）こ

う
い
う
風
に
、
疇
外
の
発
想
は
徹
底
し
て
原
論
的
な
の
で
あ
る
が
、
か
れ

の
欲
求
が
相
対
的
に
理
想
主
義
の
が
わ
に
あ
っ
た
L
l
と
は
、
定
と
え
は
・
つ
ぎ

の
よ
う
な
一
文
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

「
余
は
所
謂
宍
際
主
義
の
演
劇
の
境
に
入
る
を
盲
へ
ど
も
、
極
端
摸
喪
主
義

の
こ
、
れ
を
没
し
て
其
理
想
的
妙
処
を
亡
滅
せ
ん
を
憂
ひ
し
な
り
是
の
方
紋
は
余

が
哲
学
に
於
て
守
る
と
こ
ろ
に
し
て
又
た
余
が
美
術
に
於
て
守
ら
ん
と
欲
す
る

彿
な
り
」
　
（
「
再
た
び
劇
を
論
じ
て
世
の
評
家
に
答
ふ
」
二
二
二
二
『
し
が

ら
み
草
紙
』
）

こ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
え
ば
、
か
れ
の
文
学
（
芸
術
）
批
評
は
、
損
は

に
お
い
て
、
芸
術
と
い
う
想
界
の
全
体
を
、
一
つ
の
理
想
世
界
と
し
て
、
甥
火

界
と
区
別
し
て
確
保
し
た
い
と
い
う
、
か
れ
の
内
的
欲
求
の
上
に
成
立
し
た
と

言
っ
て
よ
い
よ
う
に
私
は
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
欲
求
は
、
か
れ
の
生
活
と

密
接
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
、
想

世
界
と
実
世
界
と
の
一
般
論
的
弁
別
に
一
応
成
功
す
れ
ば
、
つ
ぎ
に
や
っ
て
く

る
の
は
、
当
然
、
想
世
界
の
性
格
諭
で
あ
る
。

す
こ
し
飛
ぶ
こ
．
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
間
が
末
路
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、

．
二
三
年
五
月
の
「
外
山
正
一
氏
の
画
論
を
駁
す
」
　
（
『
し
が
ら
葱
阜
紙
』
）
で

あ
る
。
．
こ
れ
は
、
か
れ
が
と
り
わ
け
カ
を
入
れ
た
論
文
で
、
そ
の
こ
と
は
、
か

．
れ
が
、
こ
0
論
の
発
表
か
ら
二
週
間
も
経
た
空
ハ
月
五
日
の
　
『
東
京
新
報
』

に
、
外
山
正
一
が
自
分
の
駁
論
に
答
え
ぬ
こ
と
自
体
を
論
難
す
る
文
章
を
の

せ
、
つ
㍉
つ
い
て
、
翌
月
の
『
し
が
ら
み
草
紙
』
に
、
ま
た
長
文
の
再
論
を
の
せ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
車
乗
、
鴎
外
の
美
学
論
は
、
こ
こ
で
一

応
の
頂
点
に
達
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。

論
は
多
岐
に
．
わ
た
っ
t
い
る
が
、

．
そ
の
中
心
は
、
外
山
正
一
一
が
、
・
針
・
茅
の
直
普
し

垣
に
、
感
綿
的
（
単
純
感
覚
的
）
由
帽
画
か
ら
思
想
的
段
階
画
へ
進
も
こ
と
を

要
求
し
・
そ
の
方
向
に
お
い
て
画
材
を
え
ら
ぷ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
に
対

し
、
原
超
論
の
立
場
か
ら
、
正
面
よ
り
反
論
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

か
れ
は
、
外
山
の
言
う
「
恩
讐
と
い
う
こ
と
ば
の
あ
い
ま
い
さ
・
多
義
性

を
き
び
し
く
追
糾
す
る
と
と
も
に
、
バ
ル
ト
マ
ン
の
芙
学
に
よ
っ
て
、
煩
想
・

個
恕
・
小
犬
地
主
誼
の
三
川
間
の
思
他
説
を
拉
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
式
日
の
川
田
は
、
抽
重
損
念
と
し
て
の
類
怨
の
城
を
こ
え
て
、
独
自
の
個

、
ヽ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

慾
と
し
て
も
ろ
．
へ
き
で
、
さ
ら
に
そ
れ
が
、
小
天
地
と
し
て
の
普
遍
性
を
や
ど

し
て
い
る
川
合
、
災
の
m
m
段
帽
に
達
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
㍊
誹
に
と
っ
で
、
損
雑
な
社
会
的
葛
藤
を
元
す
よ
う
な
画
材
を
え
ら
び
、

そ
れ
に
よ
っ
て
思
思
空
択
現
せ
よ
、
と
い
う
外
山
の
主
張
が
、
お
よ
そ
見
当
ち

が
い
の
時
間
と
し
て
映
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

門
外
の
こ
の
指
摘
は
正
蛭
で
あ
る
。
絵
画
に
「
考
思
」
的
な
観
念
内
容
を
要

求
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
し
、
価
値
が
素
材
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ

と
も
も
ち
ろ
ん
な
い
。
だ
が
、
問
題
は
そ
の
さ
き
に
あ
る
。

寸
マ

「
企
以
為
ら
く
今
の
聖
画
者
．
の
人
形
の
神
仏
若
、
く
は
神
人
の
図
に
対
す
る

や
某
所
古
を
間
は
ず
必
ず
小
天
地
主
義
を
以
て
之
を
品
評
す
べ
し
…
…
之
を
画

け
る
人
は
其
時
代
に
依
り
其
学
識
に
依
り
て
或
は
意
在
り
て
之
を
為
し
或
は
意

な
く
し
て
之
を
為
し
た
り
と
鮭
も
之
を
堕
す
る
も
の
ゝ
椛
墨
は
則
、
一
な
り
…

・
：
而
れ
ど
も
此
糀
墨
も
亦
、
審
美
学
の
進
歩
と
共
に
進
歩
す
べ
き
も
の
な
り
時

に
通
ふ
・
へ
き
も
の
な
り
時
に
通
ひ
た
ろ
紙
墨
は
今
古
、
何
れ
の
時
代
の
好
餌
に

も
閑
せ
ず
し
て
画
晶
を
定
む
る
こ
と
を
待
べ
し
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

こ
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
鴎
外
が
、
小
天
地
主
義
と
い
う
概
念
を
ど
ん
な
に

高
ら
か
に
か
か
け
て
い
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
事
契
、
こ
れ
こ
そ
は
、
鴎
外
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の
美
学
掬
求
に
お
け
る
虎
柊
的
な
落
着
き
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
・
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
興
味
が
あ
る
の
は
、
か
れ
が
、
芸

術
崇
定
の
純
墨
は
一
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
美
学
と
い
う
客
観
的
な
学
問
に
よ
っ

て
あ
た
え
ら
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
随
墨
が
客
観
的
に
あ
た
え

ら
れ
れ
ば
、
芸
術
空
足
も
当
然
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
か
れ
は
現
在
の
審
美
学
を
完
全
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
そ
れ
が
進
歩
す

れ
ば
完
全
な
椛
墨
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の

摂
関
に
お
い
て
は
、
小
天
地
主
義
が
最
高
の
機
墨
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
を
得

た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
特
損
説
は
、
か
れ
の
出
発
以
来
の
も
の
だ
が
（
「
『
し
が
ら
み
草
紙
』

の
本
領
を
鈴
ず
」
＜
『
同
誌
創
刊
号
』
V
を
見
よ
。
）
、
か
れ
が
、
一
方
に
お

い
て
、
芸
術
創
造
を
天
成
の
も
の
・
無
意
識
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
の
教
育
や

論
議
の
特
効
性
を
機
会
あ
る
ご
と
に
強
調
し
な
が
ら
（
こ
の
一
文
で
も
、
外
術

晶
＜
技
術
V
は
教
え
ら
れ
る
が
、
内
術
品
＜
想
髄
V
を
論
議
す
る
こ
と
は
無
駄

だ
と
い
う
強
調
が
あ
る
。
）
、
話
が
受
容
面
に
う
つ
る
と
、
一
変
し
て
、
客
観

的
・
外
的
決
定
説
を
と
る
の
は
、
ま
こ
せ
に
奇
妙
な
印
象
を
あ
た
え
る
。

批
評
が
、
外
が
わ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
一
得
に
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
う
こ
と
ば
を
翼
す
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
創
造
が

黄
体
的
行
為
で
あ
れ
ば
、
鑑
賞
批
評
も
や
は
り
主
体
的
行
為
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
小
天
地
主
義
な
ど
と
い
う
美
学
理
念
が
共
通
に
持
た
れ
た
に
し
て
も
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
璧
窪
が
機
械
的
に
一
致
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
決
し

て
あ
り
え
な
い
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
こ
と
の
次
第
は
あ
き
ら
か
だ
と
言

っ
て
上
い
だ
ろ
う
。

鴎
外
が
、
文
学
と
自
然
を
は
っ
き
り
弁
別
し
、
ま
た
、
芸
術
創
造
を
論
理
の

外
に
お
い
た
と
き
、
そ
れ
は
、
簡
易
時
代
特
有
の
一
次
元
的
合
理
主
義
を
ぬ
け

出
た
卓
見
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
ん
な
と
こ
ろ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
、
か
れ
の
基
本
的
な
思
考
態
度
と
し
て
の
、
い
わ
ば
科
学
主
義
（
つ
軍
り
馬

脚
）
　
の
露
呈
が
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
れ
に
お
け
る
、
形

而
上
学
の
不
在
性
と
い
う
こ
と
と
も
閑
遷
し
て
、
き
わ
め
て
国
軍
な
問
題
だ
と

思
う
の
だ
が
、
も
う
す
こ
し
、
そ
の
思
考
の
延
長
線
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

か
れ
に
お
け
る
小
天
地
主
義
が
、
癌
局
ど
ん
な
具
体
的
批
評
態
度
を
生
み
だ

す
に
い
た
る
か
が
、
見
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
か
れ
自
身
の
例
の
三

部
作
を
の
ぐ
っ
て
の
、
忍
月
・
鴎
外
の
論
争
を
見
る
の
が
便
利
で
あ
る
。

悶
外
は
、
忍
月
が
、
「
う
た
か
た
の
記
」
の
外
面
の
美
を
た
た
え
な
が
ら
、

内
面
の
問
題
に
つ
い
て
は
保
留
し
た
の
を
反
撃
t
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。「

・
…
＝
詩
の
想
髄
を
外
形
と
な
し
別
に
幽
玄
な
る
内
面
を
求
め
む
と
す
る
と

メ
タ
フ
ユ
　
ウ
ジ
ツ
シ
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ィ
ン
ヂ
ヰ
プ
ア

き
は
、
終
に
詩
を
以
て
形
而
上
（
感
以
外
）
の
論
説
と
な
さ
む
乎
、
個
　
恕

ル
イ
ヂ
エ
　
ト
タ
7
ル
イ
ヂ
エ

を
拗
て
　
全
　
憩
を
求
め
、
四
望
沈
蓼
た
る
境
に
田
で
む
平
、
l
指
堅
く
来

て
這
賽
に
大
稗
史
あ
り
と
い
ふ
に
至
ら
む
平
、
是
れ
岩
美
の
乾
坤
を
以
て
垢
増

と
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
」
　
（
「
答
忍
月
論
圃
玄
宙
」
二
三
二
一
『
し
が

ら
み
草
紙
』
）

忍
月
も
、
決
し
三
一
一
日
い
た
い
こ
と
を
う
ま
く
言
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
作
品

を
は
じ
め
、
三
部
作
全
体
に
対
す
る
か
れ
の
不
満
の
根
太
は
、
そ
こ
に
浪
漫
的

自
我
主
張
が
充
分
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
、
だ
か

ら
、
作
品
の
う
ま
さ
は
た
た
え
な
が
ら
も
、
そ
の
内
面
に
つ
い
て
は
留
保
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鴎
外
は
、
形
式
論
理
を
昆

侵
し
な
が
ら
、
結
局
、
忍
月
の
主
張
は
文
学
に
頸
想
（
全
想
）
を
求
め
る
も
の

だ
と
し
て
、
一
蹴
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
忍
月
に
と
っ
て
は
、
作
者
の
想
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想
の
か
た
ち
の
論
に
よ
っ
て
こ
れ
を
圧
伏
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
二
方
、

忍
月
も
、
な
か
み
の
論
を
つ
ら
臼
1
く
こ
と
が
で
き
ず
、
美
学
的
な
か
た
ち
の
諭

に
は
し
っ
て
結
局
・
鴎
外
に
好
餌
を
提
供
す
る
こ
と
で
お
わ
？
て
い
る
。

闘
外
の
考
え
か
た
に
上
れ
ば
、
想
が
観
念
の
域
を
こ
え
て
個
別
化
さ
れ
、
そ

こ
に
小
宇
宙
が
建
立
さ
れ
て
い
れ
ば
、
と
に
か
く
、
そ
れ
は
す
べ
て
す
ぐ
れ
た

芸
術
な
の
で
、
そ
の
想
の
性
格
が
評
者
の
好
み
や
理
想
に
あ
わ
ぬ
か
ら
と
い
っ

て
、
こ
れ
を
難
ず
る
の
ほ
お
門
ち
が
い
だ
、
と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
「
趣
味
は
争
ふ
可
か
ら
ず
」
で
あ
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

芸
術
を
美
学
的
に
外
が
わ
か
ら
規
定
し
、
そ
こ
に
唯
一
の
批
評
基
準
を
お
く

と
す
れ
ば
、
話
が
こ
っ
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
ま
ず
当
然
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
0
け
れ
ど
も
、
批
評
と
い
ぅ
も
の
は
、
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の

傾
斜
を
も
っ
た
主
体
と
主
体
と
が
固
突
し
、
格
田
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
も

の
で
、
文
学
連
動
・
文
学
思
潮
と
い
う
も
の
も
、
各
主
体
の
憩
の
な
か
み
の
争

い
の
上
に
つ
く
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ

る
現
凛
を
包
括
す
る
美
学
原
理
な
ど
か
ら
、
批
評
も
、
文
学
運
動
も
お
こ
ろ
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
も
し
各
種
の
個
想
－
小
天
地
相
を
す
べ
て
絶
対
と
し

て
そ
の
な
か
み
を
開
わ
ぬ
と
す
れ
ば
、
の
こ
る
の
は
、
出
来
具
合
の
批
評
だ

け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
鴎
外
の
論
法
は
、
結
局
、
さ
き
の
忍
月
の
想
美
辞
が
お
ち
い
っ

た
と
お
な
じ
穴
へ
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

私
は
た
い
へ
ん
重
要
だ
と
思
う
・
憩
と
笑
と
を
明
晰
に
弁
別
し
た
鴎
外
の
認
識

は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
、
そ
れ
が
、
つ
い
に
、
写
央
主

ヽ

　

ヽ

義
文
学
思
潮
に
対
立
す
る
一
つ
の
連
動
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の

は
、
か
れ
の
詠
が
、
結
局
、
こ
う
い
う
風
に
外
が
わ
か
ら
の
そ
れ
に
止
ま
っ
た
か

ら
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
私
は
思
ケ
？
（
の
ち
に
、
鴎
外
市
況
と
し
て
出
て
く
る

耽
美
思
潮
．
け
・
鴎
外
の
こ
の
論
理
に
甘
避
け
す
甘
サ
山
だ
む
叫
廿
が
射
り
半
里
つ
」

い
。
）
の
ち
の
迫
鴎
論
争
に
お
い
て
、
遼
遠
が
鴎
外
の
ふ
り
ま
わ
す
「
理
想
」

の
内
容
を
た
だ
し
た
と
き
、
鴎
外
が
こ
れ
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
．
と
い
う
こ
と

も
、
か
れ
の
こ
の
空
白
部
を
よ
く
示
す
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
さ
き
に
も
ち
ょ
．
っ
と
ふ
れ
た
よ
う
に
、
か
れ
が
文
学
と
現
実
と
を

陵
別
し
▼
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
純
粋
な
論
理
の
必
然
以
外
に
、
か
れ
の
つ

よ
い
内
的
欲
求
が
う
ら
打
ち
と
し
て
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
簡
単
に
い

え
ば
、
多
く
の
屈
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
、
現
実
生
活
者
と
し
て
の
鴎
外

の
代
償
要
求
が
、
そ
の
弁
別
を
特
に
必
要
と
し
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思

ヽ

　

ヽ

う
・
し
か
も
、
そ
の
鴎
外
が
、
現
実
に
対
す
る
い
わ
ば
理
想
界
と
し
て
の
想
界

の
な
か
み
の
問
題
を
徹
底
し
て
避
け
と
お
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
鴎
外
論
と
し

て
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
。
多
分
そ
こ
に
は
、
自
己
を
固
い
つ
め
る

こ
と
の
危
険
性
へ
の
予
感
が
ほ
た
ら
い
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
と
私
は
思
う
。

だ
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ほ
こ
れ
以
上
は
ふ
れ
な
い
。

と
・
に
か
く
、
こ
の
期
に
お
け
る
鴎
外
の
論
理
の
特
徴
は
以
上
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
忍
月
も
、
迫
迄
も
、
こ
う
い
う
鴎
外
の
対
立
者
で

は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
鴎
外
の
時
刻
な
外
が
わ
か
ら
の
論
理
に
ふ

り
ま
わ
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
空
白
部
の
批
判
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は

決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
鴎
外
の
匠
論
的
な
想
実
弁
別
を
ふ
ま
え
、
そ

れ
を
・
外
が
わ
の
論
理
か
ら
内
が
わ
の
論
理
に
切
旬
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新

た
に
望
場
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
北
村
透
谷
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

四

「
恋
愛
畠
単
純
な
る
恩
泉
な
ら
ん
や
、
想
世
界
と
実
世
界
と
の
争
戦
よ
り
想

世
界
の
敗
将
を
し
て
立
籠
ち
し
む
る
牙
城
と
な
る
は
、
即
ち
恋
愛
な
り
。
」
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「
㌦
∴
一
∴
．
ぺ
ヽ
．
∵
、
．

こ
れ
は
、
透
谷
の
評
論
の
出
発
点
と
考
え
七
よ
い
二
五
年
二
月
の
T
厭
世
詩

家
と
女
性
」
（
『
女
学
雑
誌
』
）
の
⊥
餌
で
あ
る
が
、
・
こ
こ
で
突
然
、
「
川
越

界
」
「
実
世
界
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
、
・
何
の
説
明
も
な
く
と
び
だ
し
て
く
る

の
は
、
あ
き
ら
か
に
、
鴎
外
ら
．
の
理
論
的
整
備
の
土
台
が
あ
っ
た
か
ら
の
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
は
、
ち
ょ
う
ど
、
鴎
外
が
そ
の
想
突
弁
別
の
論
む
大

々
的
に
展
開
し
て
い
た
造
鵜
論
争
の
最
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
か
れ
は
、
想
と
実
と
の
原
理
的
な
区
別
の
説
明
に
摘
心
丁
る
⊥
う

な
必
要
は
な
か
↓
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
あ
た
ら
し
い
内
山
の
世
界
を
み

ず
か
ら
生
き
る
こ
と
に
急
で
あ
っ
た
透
谷
に
と
っ
て
、
m
婁
な
こ
と
で
も
な
か

っ
た
。
か
れ
は
、
た
だ
ち
に
、
詩
人
の
生
き
る
べ
き
洪
質
的
な
世
界
と
し
て
の

想
世
界
論
を
う
ち
だ
し
て
い
て
た
の
で
あ
る
。
「
恋
巴
と
い
う
の
は
い
わ
ば

一
つ
の
象
徴
語
で
、
そ
こ
に
、
あ
た
ら
し
い
、
近
代
的
な
内
通
頃
翼
が
軍
的
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
評
論
は
、
当
時
の

青
年
た
ち
の
胞
に
大
き
な
感
動
の
波
を
よ
び
空
し
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
あ
り
よ
う
は
、
除
外
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
・
。
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
に
、
か
れ
は
も
っ
ぱ
ら
外
が
わ
か
ら
憩
と
臭
と
を
区

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

別
し
た
の
で
・
そ
の
想
に
み
ず
か
ら
な
か
み
を
あ
た
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
憩
突
諭
に
生
命
を
ふ
き
こ
ん
だ
の
は
北
村
透
谷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
透
谷
の
憩
世
界
論
は
、
や
が
て
、
・
「
人
生
に
相
捗
る
と
は
何
の
謂
ぞ
」
・

・
±
一
六
・
三
『
文
学
界
』
）
、
「
内
部
生
命
輪
」
±
〓
ハ
・
五
『
文
学
界
』
）

な
ど
の
方
向
へ
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
民
間
の
あ
と
を
た
ど
る
余
白
膿
も
う

持
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
諭
が
、
文
学
的
と
い
う
よ
り
人
生
論
と
い
う
色

彩
を
つ
よ
く
持
っ
て
い
る
の
は
、
文
学
の
問
別
を
な
に
よ
り
も
生
き
る
課
題
と

し
て
追
求
し
た
透
谷
の
必
然
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

〃
盲
や
艦
l
T
こ
の
間
題
を
指
摘
す
れ
ば
、
そ
の
途
次
に
お
い
て
（
′
r
自
由
」
・

登
鵜
か
理
念
ぺ
も
ち
ろ
ん
政
治
的
な
そ
れ
で
は
な
い
二
が
強
調
さ
れ
る
に
い

た
q
怒
げ
ろ
ご
宴
が
、
l
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
「
（
鴎
外
に
は
、
「
大
学
の
自
由
を

諭
す
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
一
文
を
の
ぞ
い
て
は
、
自
由
へ
の
論
及
は
見
ら
れ

な
い
。
）
　
ど
ん
な
か
た
ち
に
お
い
て
に
せ
よ
、
自
由
の
望
忍
に
ぶ
つ
か
る
の

は
、
・
主
体
的
な
発
想
の
い
わ
ば
必
然
と
い
っ
て
よ
い
の
で
、
こ
の
こ
と
は
、
透

谷
の
発
想
の
性
梅
を
よ
く
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
透
谷
の
憩
世
界
諭
が
、
真
に
生
き
る
課
題
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
た
だ
そ
れ
を
突
世
界
と
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
に
だ
け
は
止
ま
っ
て
い
ら

れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
事
実
、
か
れ
の
諭
が
、
漸
次
、
現

実
と
き
び
し
く
わ
た
。
あ
い
、
そ
れ
と
の
緊
張
を
ふ
か
め
る
方
向
へ
（
結
論
は

と
も
あ
れ
）
進
ん
で
い
る
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
れ

の
生
は
、
結
局
、
周
知
の
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
敗
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
想
世
界
を
み
ず
か
ら
生
き
だ
結
果
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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・
透
谷
の
説
明
は
以
上
に
と
ど
め
る
が
、
こ
こ
で
、
二
葉
亭
か
ら
透
谷
に
い
た

る
、
∴
上
述
の
論
理
の
な
が
れ
を
、
さ
ら
に
大
き
く
対
象
化
t
て
お
く
必
要
が
あ

る
0
㍉由

実
と
対
応
し
っ
つ
、
自
己
の
生
の
理
想
と
し
て
「
想
世
界
」
を
保
持
す
る

こ
と
が
ど
ん
な
に
困
難
な
事
業
で
あ
？
た
か
は
、
二
葉
亭
と
透
谷
の
動
き
が
、

ヽ

　

ヽ

そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
い
ち
早
く
虚
相
の
論
を
提
出
し
た
二
葉
亭
は
、
結
局
、

そ
れ
を
主
体
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
虚
相
の
現
実
性
を
信
じ
き
る
こ
と
が
で

き
ず
、
次
第
に
文
学
放
業
の
姿
勢
を
ふ
か
や
ま
た
、
終
始
、
想
世
界
を
み
ず

か
ら
生
き
よ
う
と
し
た
透
谷
は
「
現
実
の
生
を
や
ぶ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
時
代

の
規
矢
は
せ
び
も
・
く
、
壷
世
界
の
伝
暦
は
稀
薄
で
あ
っ
た
の
．
で
ぁ
る
∵

：
㍉
L
t
ト
l
r
．
㍑
∵
↑
上
汁
∴
ト
汗
ト
だ
㌣
汗
私

．

一

　

．

ノ



t
り
い
る
の
が
、
忍
月
と
鴎
外
で
あ
る
。
忍
月
は
卑

俗
化
し
た
か
た
ち
で
、
鴎
外
は
本
格
的
な
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
想
実
の
論
を

展
開
し
た
が
、
い
ず
れ
も
、
美
学
的
普
遍
論
と
し
で
論
理
そ
れ
自
体
を
追
っ
た

と
㍉
し
ろ
に
・
共
通
の
特
色
が
あ
る
0
　
も
ち
ろ
ん
、
両
者
と
も
に
、
憩
と
矢
と

を
区
蝕
し
た
そ
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
的
衝
泊
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

れ
は
一
応
切
年
す
て
る
か
た
ち
に
お
い
て
、
理
論
そ
れ
自
体
の
完
成
が
日
ざ
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
は
ば
成
功
し
た
の
は
鴎
外
だ
が
、
そ
れ
を
真
に

主
体
化
す
る
こ
と
は
、
や
が
て
透
谷
が
そ
の
身
を
や
ぶ
っ
た
ほ
ど
の
困
難
な
道

に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
そ
れ
を
回
避
し
て
通
っ
た
の
で

．
あ
る
0

こ
ぐ
″
．
い
ヶ
全
体
の
あ
り
よ
う
を
見
ず
に
、
今
白
、
た
だ
、
文
学
の
理
論
的
認

識
の
問
題
だ
け
を
云
み
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
奔
意
味
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。開

題
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
根
源
的
な
か
た
ち
で
出
て
く
る
。
私
た
ち
は
、

認
識
そ
れ
自
体
の
問
題
を
、
現
実
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
、
さ
ら
に
全
体
的

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
徹
底
し
て
問
う
必
項
が
あ
る
と
患
う
の
で
あ
る
。
特
に
、
外
が
わ
か
ら
の
論

ヽ

理
の
問
題
が
重
等
な
課
題
だ
と
私
は
思
う
。
こ
と
は
、
悶
外
に
の
み
か
か
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
だ
が
、
い
ま
は
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
最
後
に

指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
三
六
二
二
）

1
広
島
大
学
文
学
部
助
教
授
－

岡

田

雄一

啄
　
木
　
と
　
上
　
田
　
敏

－299・－

暁
木
の
自
然
主
義
に
対
す
る
批
評
で
、
「
き
れ
ざ
れ
に
心
か
こ
浮
ん
だ
感
じ
と

回
想
」
．
の
発
表
さ
れ
た
、
明
治
四
十
二
年
末
か
ら
の
も
の
は
、
与
れ
以
前
の
も

の
と
く
ら
べ
て
疏
著
な
相
違
を
示
し
て
い
や
し
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
へ
結
晶
し
て
ゆ
く
過
程
に
、
漸
進
的
な
狭
ま
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
．
骨
、

小
田
切
秀
雄
そ
の
他
の
分
析
に
よ
っ
て
契
証
さ
れ
て
い
る
．
（
1
）
と
お
力
で
あ

る
○
し
か
し
主
体
的
に
は
、
啄
木
自
身
、
こ
の
年
未
を
一
つ
の
自
覚
を
も
っ
た

時
期
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
止
っ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
せ
す
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
一
四
十
二
年
が
彼
の
自
然
主
泰
と
の
対
決
か
ら
．
、
い
わ
ゆ
る
新
理

想
主
秦
へ
の
脱
皮
を
も
．
た
ら
七
た
重
要
な
年
で
あ
っ
よ
こ
と
は
疑
う
余
地
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
転
機
を
促
し
た
外
的
理
由
と
し
て
は
、
三
月
の
朝
日
新
聞
入

tosho-seibi-repo
長方形




