
「
『
恵
の
華
』
一
面
」
考

は
　
じ
　
め
　
に

小
林
秀
雄
の
「
宿
命
の
理
論
」
と
は
、
自
己
が
芸
術
に
携
わ
ざ
る
を
え
な
い

必
然
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
認
識
は
、
芸
術
と
自
己
と
の

結
び
つ
き
の
自
明
性
を
、
自
意
識
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
懐
疑
す
る
こ
と
を
通
し

て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
「
宿
命
の
理
論
」
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
、

七
の
生
成
の
過
程
を
、
大
間
昇
平
氏
著
「
朝
の
歌
」
で
公
開
さ
れ
た
未
発
表
断

（
．
L
－
）

片
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
て
、
推
測
的
に
跡
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
。

昭
和
二
年
十
l
月
に
「
仏
騎
西
文
学
研
究
」
第
三
租
に
発
表
さ
れ
た
「
『
悪

の
華
』
　
〓
由
」
は
、
そ
の
「
宿
命
の
理
論
」
の
生
成
過
程
が
、
小
林
自
身
の
言

葉
で
語
ら
れ
た
評
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
『
恵
の
準
』
一
面
」
に

は
、
「
宿
命
の
理
論
」
が
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
す
る
論
述
も
見
え
、
興
味
深
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
稿
で
は
、
「
宿
命
の
理
論
」
の
生
成
過
程
を
述
べ
た
評
論
で
あ
る
と
い

∴
如
点
か
ら
「
『
悪
の
畢
』
一
面
」
を
読
み
、
さ
ら
に
、
そ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ

ル
な
論
理
構
造
が
畢
む
問
題
性
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
「
宿
命
の
理
論
」
と
小

林
の
ラ
ン
ポ
オ
依
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
、
「
『
意
の
畢
』
一
面
」
の
論
理
展
開
を
追
っ
て
い
こ
う
。

綾
　
　
目
　
　
広

治

「
『
悪
の
華
』
一
面
」
の
要
旨
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
自
意
識
を
日
意
識
す
る
こ
と
で
虚
無
に
陥
っ
た
が
、
そ
の
虚
無
の
中
か
ら
彼

（
注
〇
一
）

の
「
創
造
的
自
我
」
が
誕
生
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
精
神
の
あ
り
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
秘
密
」
が
あ
る
と
す
る
立

論
か
ら
、
小
林
は
、
そ
れ
を
解
く
「
鎚
」
と
し
て
、
彼
の
自
意
識
に
ま
っ
す
ぐ
狙
い

を
定
め
る
。
文
学
史
家
が
彼
の
美
学
に
貼
り
つ
け
た
、
ダ
ン
デ
ィ
ス
ム
、
エ
キ
ゾ

テ
ィ
ス
ム
等
の
レ
ッ
テ
ル
な
ど
は
一
切
無
視
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
と
ど
ま

サ
ン
ボ
ル

ら
ず
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
芸
術
思
想
の
特
徴
で
あ
る
「
象
徴
」
の
考
え
も
重
要

な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
「
象
徴
と
は
皐
に
芸
術
の
独
占
す
る
宝
玉
で
は
な

い
。
」
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
「
小
児
原
始
人
」
　
も
、

「
覚
醒
せ
る
俗
人
等
」
も
象
徴
世
界
の
住
人
た
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
「
体

系
的
な
思
索
家
」
も
思
索
の
緊
迫
が
破
れ
る
時
、
「
象
徴
の
森
」
を
覗
き
見
る

こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
象
徴
」
を
見
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
こ
と
に
お
い

て
は
、
詩
人
も
、
他
の
人
問
も
本
質
的
に
変
わ
り
は
な
い
。
問
題
は
、
「
象
徴

を
実
現
す
る
」
か
否
か
に
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
が
、
詩
人
と
他
の
人
問
と
を

本
質
的
に
分
か
つ
の
で
あ
る
、
と
小
林
は
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
如
何
に
深
刻
に
見
た
か
」
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
「
如
何
に
深
刻
に
歌
っ
た
か
」

と
い
う
こ
と
に
、
詩
人
の
「
最
も
深
刻
な
苦
悩
」
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
林
は
、
詩
人
が
「
象
徴
を
実
現
す
る
」
、
つ
ま
り
は
詩
を

44



∧
書
く
V
と
い
う
こ
と
に
、
特
別
な
意
味
付
け
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

は
、
詩
人
は
何
故
＜
昏
く
∨
の
か
、
∧
書
く
V
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

と
い
う
問
い
か
け
が
小
林
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
題
意
識
が

「
宿
命
の
理
論
」
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
小
林
の
論
述
も
、
「
象
徴
を
実
現
す
る
と
い
ふ
事
は
象
徴
以
外
の

何
物
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
、
そ
の
間
題
意
識
が
語
ら
れ
る
論

の
核
心
部
分
に
入
っ
て
ゆ
く
。

す
べ
て
の
形
種
の
芸
術
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
祖
に
感
覚
の
世
界
と
言
葉

の
世
界
と
を
持
っ
て
ゐ
る
。
英
と
い
ふ
実
質
の
世
界
と
倫
理
と
い
ふ
抽
象

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

の
世
界
と
を
持
っ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
型
態
の
世
界
と
意
味
の
世
界
と
を
持

っ
て
ゐ
る
。
（
傍
点
・
原
文
）

ま
ず
、
「
倫
理
と
い
ふ
抽
象
の
世
界
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
。
「
惑

乱
」
＝
「
芙
」
＝
「
実
質
」
＝
「
型
態
」
と
い
う
等
式
と
、
お
そ
ら
く
観
念
一

艇
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
、
「
言
葉
」
＝
「
抽
象
」
U
「
意
味
」
と
い
う
等
式

と
は
そ
れ
な
り
に
餌
け
る
し
、
両
者
の
対
置
も
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
「
倫

理
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
者
の
等
式
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
言
う
と
す
れ
ば
、
「
論
理
と
い
ふ
抽
象
の
世
界
」
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
以
下
の
文
章
を
見
て
ゆ
こ
う
。
小
林
は
、
「
恩

ふ
に
こ
～
に
深
奥
な
問
題
が
あ
る
。
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

凡
そ
如
何
な
る
芸
術
家
も
芸
術
を
型
態
学
と
し
て
始
め
る
も
の
だ
。

彼
は
先
づ
美
神
の
裡
に
住
む
も
の
だ
。
か
1
る
世
界
に
於
て
も
芸
術
家
は

多
少
は
美
し
い
仕
事
を
残
す
事
が
出
来
る
。
だ
が
詩
歌
と
は
革
に
鴬
の
歌

で
は
な
い
。
や
が
て
強
烈
な
自
意
識
は
美
神
を
揃
へ
て
自
身
の
心
臓
に
幽

閉
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
意
味
の
世
界
は
魂
に
改
宗
的
情
熱
を

強
請
す
る
も
の
と
し
て
出
現
す
る
。
僕
は
信
ず
る
の
だ
が
こ
れ
は
先
に
一

目
町
に
過
ぎ
な
か
っ
た
芸
術
を
自
身
の
天
命
と
変
ぜ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る

最
上
芸
術
家
が
経
験
す
る
一
瞬
間
で
あ
る
。
す
べ
て
の
存
在
は
蒼
ざ
め
て

す
べ
て
の
も
の
が
新
し
く
点
検
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
型
態
学
」
に
留
ま
っ
て
い
る
作
品
は
「
鴬
の
歌
」
で
あ
り
、
「
詩
歌
」
で

は
な
い
と
言
う
。
「
鴬
の
歌
」
と
は
何
の
比
喩
な
の
か
。
思
う
に
、
小
林
は
、

創
造
欲
求
に
つ
き
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
、
自
身
の
創
造
行
為
の
意
味
を
問
わ
な

い
者
の
作
品
を
「
鴬
の
歌
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
に
対

す
る
懐
疑
の
な
い
者
の
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ア
シ
ル
と
亀
の

子
　
1
」
（
昭
和
5
・
4
）
で
も
、
「
現
代
日
本
文
芸
の
達
人
大
家
」
の
、
芸
術
に

対
す
る
懐
疑
の
な
さ
を
、
「
人
は
先
づ
鴬
の
歌
か
ら
始
め
る
も
の
だ
。
（
略
）

こ
の
歌
ひ
手
が
そ
の
ま
ま
芸
術
血
作
の
年
期
奉
公
に
移
動
し
て
了
ふ
。
」
と
い

う
言
葉
で
批
判
し
て
い
る
。
「
鴬
の
歌
」
を
そ
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
る
と
、

「
や
が
て
強
烈
な
自
意
識
が
美
神
を
揃
へ
」
る
と
い
う
の
は
、
懐
疑
の
始
ま
り

を
語
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
型
態
」
の
世
界
か
ら
「
意
味

の
世
界
」
へ
入
る
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ま

さ
に
、
創
造
す
る
こ
と
の
「
意
味
」
を
問
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を

言
い
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
当
為
の
範
憶
と
思
わ
れ
る
「
倫
理
」
と
い
う
語
が
、
「
言

葉
」
＝
「
抽
象
」
＝
「
意
味
」
の
等
式
中
に
置
か
れ
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
よ
う

ヽ
ヽ

に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
等
式
が
表
す
世
界
は
、
何
故
＜
昏
く
∨
べ
き
な
の
か
、

と
い
う
問
題
意
識
を
含
む
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
自
意
識
が
美

神
を
捕
へ
」
る
と
い
う
の
も
、
作
品
を
意
識
的
に
構
成
し
よ
う
と
す
る
マ
ラ
ル

メ
的
な
試
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
倫
理
的
で
人
生
的

な
軋
問
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
を
一
生
の
仕
事
と
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し
て
選
び
と
る
べ
き
必
然
性
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
自
意
識
の
礼
問
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
先
に
一
目
的
に
過
ぎ
な
か

っ
た
芸
術
を
自
身
の
天
命
と
変
ぜ
ん
と
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
あ
き
ら

か
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
二
天
命
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
芸
術
家
た
る

必
然
性
、
す
な
わ
ち
「
宿
命
」
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
詩
人
は
、
芸
術
家
た
る
「
宿
命
」
を
自
覚

す
る
に
至
る
の
か
。
以
下
、
自
覚
に
至
る
遺
す
じ
を
辿
っ
て
ゆ
こ
う
。

か
ゝ
る
時
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
に
謀
せ
ら
れ
た
問
題
は
あ
ら
ゆ
る
思
索
家
の

問
題
で
あ
る
。
即
ち
認
識
と
い
ふ
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。

「
か
、
る
時
」
と
は
、
自
意
識
の
懐
疑
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
の
存
在
が
蒼
ざ

め
」
た
時
の
こ
と
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
小
林
は
、
こ
の
状
態
に
至
っ
て
は
じ
め

て
真
の
認
識
の
問
題
が
自
覚
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
言
葉
の
自
動
性
か
ら
離
れ
て
考
え

（
注
3
）

る
、
で
き
る
だ
け
離
れ
て
考
え
る
」
　
（
ヴ
ァ
レ
リ
イ
「
レ
オ
ナ
ル
ド
と
哲
学

者
」
）
こ
と
を
人
は
学
ぶ
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
含
意
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
だ
か
ら
、
小
林
は
、
こ
の
「
認
識
」
の
問
題
を
、
「
眼
前
に
等
し
く
永

遠
の
Ⅹ
が
展
開
さ
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
Ⅹ
」
は
、
「
Ⅹ
と
い
ふ
自
然
」
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
、
自
然
に
つ
い
て
は

「
自
然
と
い
ふ
象
徴
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
象
徴
世
界
を
意
味
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
要
す
る
に
、
名
辞
化
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
と

（
注
4
）

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
小
林
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
Ⅹ
」
を
ど
う
処
理
す
る
か
で
、
思
索

家
と
詩
人
は
「
め
い
め
い
の
逆
説
を
演
じ
」
る
。
「
認
識
を
栄
光
と
す
る
」
思

索
家
が
、
「
Ⅹ
を
敢
然
と
死
物
と
な
し
」
、
結
局
、
「
実
在
と
い
ふ
死
」
を
獲

得
す
る
の
に
対
し
て
、
「
認
識
を
悲
劇
と
す
る
」
詩
人
は
、
「
美
神
の
祖
に
住

ん
だ
彼
の
追
憶
が
Ⅹ
を
死
物
と
す
る
事
を
許
さ
」
ず
、
最
後
に
「
虚
鰯
と
い
ふ

鑓
」
を
得
る
。

難
解
な
と
こ
ろ
だ
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
論
理
の
体
系
化
を
め
ざ
す
「
思
索
家
」
は
、
「
Ⅹ
」
の
世
界
を
覗
き
見
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が
現
象
界
の
背
後
世
界
を
　
「
物
自

体
」
と
名
づ
け
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
体
系
中
に
抱
摂
し
た
よ
う
に
、
名
辞
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
な
り
に
論
理
的
な
決
着
を
つ
け
る
。
つ
ま
り
、
「
Ⅹ
」

は
、
名
辞
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
的
な
意
味
が
充
活
し
て
い
る
世

界
、
責
実
在
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
）
で
は
な
い
「
実
在
と
い
ふ
死
」
の
世
界
に
ひ

き
戻
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
詩
人
の
場
合
は
、
言
葉
の
全
く
な
か
っ
た
「
型

態
」
の
世
界
に
住
ん
で
い
た
追
憶
が
、
彼
を
通
常
言
語
の
世
界
に
も
ど
す
こ
と

を
許
さ
な
い
。
「
Ⅹ
」
の
世
界
は
、
言
葉
の
自
動
性
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
た
世

界
と
異
な
っ
て
、
た
し
か
に
躍
動
し
生
々
と
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
中
に
生
き
る
詩
人
は
、
世
界
を
了
解
す
る
「
言
葉
」
＝
「
意
味
」
を
発
見
で

き
な
い
た
め
に
、
ま
さ
に
「
虚
無
と
い
ふ
生
」
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
虚
無
と
い
ふ
生
」
の
中
に
、
詩
人
の
「
創
造
的
自
我
」
が
胚
胎
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
誕
生
を
語
る
前
に
、
小
林
は
、
「
認
識
の
悲
劇
」
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

小
林
に
よ
る
と
、
「
考
へ
る
と
い
ふ
事
は
仝
意
識
の
自
ら
な
る
発
展
で
あ
」

り
、
そ
の
「
意
識
の
夢
」
の
中
で
は
、
「
自
然
と
い
ふ
実
質
は
消
失
す
る
か
ら

唯
一
で
あ
っ
た
甲
と
い
ふ
存
在
を
乙
と
い
ふ
存
在
に
合
す
る
事
」
も
、
「
魚
か

ら
海
を
引
く
事
も
可
能
」
で
あ
る
。
フ
ル
回
転
し
て
い
る
自
雷
識
の
前
で
は
、

世
界
が
い
わ
ば
超
名
辞
の
世
界
に
変
貌
す
る
た
め
に
、
通
常
の
意
味
連
関
も
、

し
た
が
っ
て
価
値
連
関
も
畳
鰯
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
各
事
象
の
レ
ベ
ル
と
い
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う
も
の
は
な
く
な
っ
て
、
全
て
の
も
の
が
等
価
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

外
界
が
こ
の
よ
う
に
意
識
に
よ
っ
て
全
て
計
丑
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
、
内
界

も
、
当
然
、
「
詩
人
は
彼
切
魂
を
完
全
に
計
畳
し
得
べ
き
も
の
と
感
じ
な
い

か
／
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
は
意
識
の
勝
利
か
と
言
え
ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、

逆
に
、
「
認
識
の
悲
劇
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
小
林
に

と
っ
て
、
こ
れ
は
意
識
の
敗
北
な
の
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

意
識
を
持
つ
詩
人
の
敗
北
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
畢
に
彼
は
己
れ
の
姿
を
最
も
尉
弱
な
裸
形
と
し
て
す
ら
揃
へ

る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
？
　
捕
へ
た
裸
形
は
忽
ち
又
一
象
徴
と

し
て
分
解
し
て
了
ふ
で
あ
ら
う
。
彼
は
生
命
の
揃
へ
難
さ
を
嘆
ず
る
が
死

も
又
彼
の
所
有
と
は
な
ら
な
い
。
（
略
）
か
～
る
時
彼
は
存
在
す
る
の

か
7
　
存
在
し
な
い
の
か
P

「
認
識
の
悲
劇
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
意
識
の
解
析
の
結
果
、
自
己
も
世

界
も
不
可
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
嘆
声
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
認
識
の
悲
劇
」
が
終
演
す
る
と
同
時
に
、
今
度
は
、
「
創

造
的
自
我
」
の
誕
生
劇
が
は
じ
ま
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
が
、
い
わ
ば

逆
転
の
道
程
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
時
突

然
彼
が
遠
く
見
捨
て
ゝ
来
た
卑
俗
な
る
街
衝
の
轍
の
跡
が
驚
く
可
き
個
性
を
も

っ
て
浮
び
上
っ
て
来
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
塀
実
の
世
界
に
舞
い
戻
る
の
で

あ
る
。
「
創
造
的
自
我
」
は
、
こ
の
現
実
へ
の
還
帰
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま

れ
出
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
あ
の
「
Ⅹ
」
も
そ
の
ま
ま
で
い
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

留
っ
て
X
と
い
ふ
象
徴
世
界
が
彼
の
魂
そ
の
も
の
と
な
り
今
一
位
の
虚
無

と
な
っ
て
終
棺
せ
ん
と
す
る
時
Y
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

「
Y
」
と
い
う
の
は
、
「
Ⅹ
」
＋
「
現
実
」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
も
名
辞
化
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
「
Y
」
を
、
虚

無
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
見
た
現
実
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
Y
L
の
現
前
が
、
「
創
造
」
の
開
始
で
あ
る
。

一
種
の
虚
無
で
あ
る
、
だ
が
虚
無
で
は
な
い
。
Ⅹ
は
生
存
を
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
ゝ
に
Ⅹ
は
思
索
す
る
と
い
ふ
獲
得
の
形
式
を
捨
て
ゝ
創
造

と
い
ふ
消
費
の
形
式
に
変
ず
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
自
意
識
か
ら
虚
無
へ
、
虚
無
か
ら
創
造
へ
と
い
う
過
程
が
完
了

を
み
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
人
は
、
自
身
の
芸
術
家
た
る
必

然
性
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

翌
し
創
造
と
は
真
理
の
為
に
で
も
な
い
美
の
為
に
で
も
な
い
、
一
至
上
命

令
の
為
に
で
も
な
い
、
樹
か
ら
林
檎
が
落
ち
る
が
如
き
一
つ
の
必
然
に
過

ぎ
ぬ
。

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
端
に
星
の
如
く
消
え
ん
と
す
る
自
我
の
生
の
姿
が
あ
り
、
一
端
に
改

変
し
難
き
現
実
の
死
の
姿
が
あ
る
。
か
1
る
時
彼
に
生
き
る
と
は
生
と

ヽ

　

ヽ

死
と
の
間
に
美
し
き
組
戯
を
抗
ず
る
の
み
で
は
な
い
か
／
　
か
ゝ
る
時
詩

ヽ

　

ヽ

人
に
と
っ
て
生
き
る
と
は
詩
学
す
る
の
み
で
は
な
い
か
／
　
（
略
）
あ
ら

ゆ
る
形
桂
の
人
間
の
思
想
、
感
情
、
あ
ら
ゆ
る
灘
腔
の
自
然
の
物
質
は
、

ヽ

　

ヽ

こ
～
に
創
造
と
い
ふ
力
学
の
形
式
と
し
て
の
み
存
す
る
。
（
傍
点
・
引
用

著
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
芸
術
を
天
命
と
変
ぜ
ん
と
す
る
」
道
程
が
完
了
し

た
。
こ
の
道
程
は
、
小
林
に
と
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
最
上
芸
術
家
」
が
通
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
芸
術
創
造
を
行
う
か
は
、
各
人
の
「
資
怨
に
従
っ
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
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る
。
た
と
え
ば
、
「
マ
ラ
ル
メ
は
音
楽
を
摂
」
び
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
は
「
抒

情
」
を
選
ん
だ
。
一
方
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
「
創
造
的
自
我
」
の
「
最
初
の

発
見
者
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
発
見
に
「
膵
眩
」
さ
れ
、
「
こ
の
発
見
そ

の
も
の
を
創
造
の
理
論
と
し
て
了
っ
た
。
」
そ
こ
に
「
彼
が
廿
五
歳
で
枯
滴
し

た
所
以
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
小
林
は
問
い
を
投
げ
か
け
る
の
だ
が
、

問
題
を
提
出
し
た
だ
け
で
、
「
芸
術
家
と
は
死
を
創
る
故
に
僅
か
に
生
を
許
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
／
刑
部
が
各
人
の
秘
密
を
抱
い
て
永
遠
な
る
所
以
で
あ

る
。
」
と
述
べ
て
稿
を
閉
じ
る
。

二

す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
「
『
忍
の
畢
』
一
面
」
に
は
、
様
々

（
注
5
）

な
文
学
者
の
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
、
自
意
識
に
よ

る
認
識
劇
の
部
分
に
は
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
論
　
－
　
追
記
と
余

談
」
の
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
影
を
、
象
徴
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
イ
リ
ユ
ミ
ナ
シ

オ
ン
」
の
ラ
ン
ポ
オ
か
ら
、
ま
た
、
虚
無
よ
り
の
創
造
と
い
う
発
想
に
関
し
て

は
シ
ェ
ス
ト
フ
の
影
を
、
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
影
は

直
接
「
『
悪
の
撃
』
一
面
」
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
小
林
秀
雄
と

い
う
個
性
の
中
で
屈
折
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
認
識

劇
の
箇
処
で
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
理
論
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
な
ら

ば
、
「
万
象
は
意
識
が
自
ら
以
て
任
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
の
純
一
な
る
普
遍
性
、
無

（
注
6
）

辺
広
大
さ
に
は
、
気
押
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
　
（
「
追
記
と
余
談
」
）
と

意
識
の
勝
利
を
謳
い
あ
げ
る
と
こ
ろ
を
、
小
林
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
意
識
の

敗
北
を
喋
く
と
い
う
相
違
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
の
敗

北
が
詩
人
に
虚
無
を
も
た
ら
す
と
し
て
、
小
林
の
論
は
、
虚
無
か
ら
の
創
造
へ

と
い
う
ふ
う
に
属
潤
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
シ
ェ
ス
ト
フ
に
お

い
て
は
創
造
が
必
ず
し
も
芸
術
創
造
を
意
味
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
小
林

は
芸
術
創
造
の
意
味
に
限
定
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
這
い
が
あ
る
。
要
す
る

に
、
こ
れ
ら
の
文
学
者
の
影
は
、
「
宿
命
の
理
論
」
に
統
合
さ
れ
る
形
で
、
「

『
忍
の
畢
』
一
面
」
の
論
述
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
一
度
、
そ
の
論
述
の
大
筋
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
ま

ず
、
詩
人
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
）
の
精
神
の
特
質
を
自
意
識
を
自
意
識
す
る
こ
と

に
求
め
、
そ
う
い
う
自
意
識
家
な
ら
ば
、
自
己
の
芸
術
創
造
の
意
味
を
問
わ
ざ

る
を
え
な
い
と
す
る
。
こ
の
軋
問
を
契
鵜
と
し
て
自
意
識
に
よ
る
認
識
劇
の
其

の
幕
開
き
が
訪
れ
る
。
詩
人
は
、
そ
の
認
識
の
悲
劇
の
中
で
自
己
を
解
佐
さ
せ

る
ま
で
に
至
る
が
、
し
か
し
、
虚
無
の
中
に
投
し
去
る
の
で
は
な
く
、
現
実
へ

還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
創
造
を
「
天
命
」
　
「
必
然
」
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
『
意
の
撃
』
　
〓
山
」
は
、
「
宿
命
の
理
論
」
の
生
成
過
程

を
物
語
っ
た
論
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
に
「
創
造
的
自
我
」
の
誕
生
を
物
語

っ
た
論
文
で
は
な
く
、
そ
の
誕
生
を
「
必
然
」
的
だ
と
し
た
論
文
な
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
気
に
な
る
の

は
、
「
創
造
的
自
我
」
が
虚
無
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
塀
実
へ
の
還
帰
と
い
う
契
機
が
必
要
な
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
小
林
に
お
け
る
自
意

識
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
、

（
注
7
）

す
で
に
小
林
の
自
意
識
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
の

資
料
で
考
案
し
て
み
よ
う
。
次
に
引
く
二
つ
の
文
事
は
、
江
藤
淳
氏
著
「
小
林

秀
雄
」
で
公
開
さ
れ
た
未
発
表
断
片
で
、
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で

の
問
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
悪
の
畢
三
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両
」
の
執
筆
期
と
は
ぼ
重
な
る
時
期
で
あ
る
。

僕
が
そ
の
時
鏡
を
見
た
。
そ
し
て
笑
っ
た
。
こ
の
笑
ひ
が
鏡
に
映
っ
た

時
、
僕
は
愕
然
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
僕
が
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た

楽
し
相
な
表
情
で
あ
っ
た
。
鏡
に
あ
る
も
の
は
全
く
僕
自
身
で
は
な
か
っ

た
。あ

あ
、
も
し
人
間
が
種
々
の
事
に
菩
び
悲
し
み
す
る
毎
に
自
分
の
表
情

を
見
る
事
が
出
来
た
な
ら
人
間
は
一
体
如
何
に
多
く
の
事
を
了
解
す
る

か
ー
人
間
の
表
情
と
は
決
し
て
俳
優
の
表
　
情
の
様
に
必
然
的
な
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
断
片
は
、
〓
ッ
の
脳
髄
」
　
（
大
正
1
3
・
7
〕
末
尾
の
汀
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
同
じ
認
識
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
為
と
意
識
と
の
間
に
は
必
然
的

な
結
び
つ
き
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
軽
の
ズ
レ
が
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
認
識
す
る
の
は
小
林
の
自
意
識
で
あ
る
。
こ
の

認
識
は
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

人
生
は
決
し
て
狂
気
染
み
て
は
ゐ
な
い
。
狂
気
染
み
て
ゐ
る
の
は

人
間
の
脳
髄
だ
と
言
ふ
か
も
し
れ
な
い
。
恐
ら
く
．
そ
れ
は
本
当
だ
。
人

間
は
山
の
頂
上
か
ら
飛
び
下
り
た
ら
決
し
て
天
に
上
り
は
し
な
い
か
ら

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ね
。
処
が
人
間
の
思
索
と
行
動
と
の
間
に
は
常
に
神
様
だ
け
が
知
っ
て
ゐ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
暗
が
鋏
ま
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
早
い
話
が
言
葉
で
も
い
い
、
俺
は
如

何
し
て
あ
ん
な
事
を
あ
の
時
言
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ら
う
。
と
後
で
考

へ
な
い
人
間
が
あ
る
だ
ろ
う
か
7
人
間
の
感
受
性
が
強
く
な
れ
ば
な

る
程
、
馬
鹿
な
事
を
喋
る
も
の
だ
。
何
か
を
考
へ
る
放
て
考
へ
た
事
を
行

為
に
移
さ
う
と
す
る
、
吾
々
は
幸
に
も
少
し
も
気
が
附
か
な
い
時
が

多
い
の
だ
が
こ
の
時
昏
々
は
必
ず
何
物
か
を
眼
を
つ
ぶ
っ
て
躍
び
こ
す

の
だ
。
も
し
こ
の
深
淵
が
人
間
の
宿
命
な
ら
こ
の
宿
命
を
覗
い
た
男

に
両
も
覗
い
て
生
活
を
と
め
る
事
を
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
男
に
人
生
が
如

何
に
狂
気
染
み
て
ゐ
よ
う
と
同
じ
事
で
は
な
い
か
？
（
傍
点
・
引
用
者
）

自
意
識
を
働
か
せ
る
と
い
う
の
は
、
「
思
索
と
行
動
と
の
問
」
の
「
暗
」
を
見

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
両
者
の
問
に
は
必
然
的
な
結
び
つ
き
が
な
い
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
行
為
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
自
意
識
の
「
眼

を
つ
ぶ
っ
て
」
こ
の
「
暗
」
を
「
躍
び
こ
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

「
晴
」
を
凝
視
す
る
自
意
識
家
に
は
そ
の
契
樅
が
訪
れ
な
い
。
「
『
悪
の
畢
』

一
面
」
で
、
自
意
識
を
過
度
に
働
か
せ
る
こ
と
が
詩
人
に
虚
無
を
も
た
ら
す
と

さ
れ
て
い
た
が
、
小
林
に
と
っ
て
、
虚
無
と
は
、
行
為
が
否
定
さ
れ
た
状
態
の

こ
と
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
は
、
芸
術
は
不
可

能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
「
創
造
と
は
行
為
で
あ
る
」
　
（
『
悪
の
華
』

一
面
」
）
以
上
、
芸
術
も
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
状
態
か
ら
い
か
に
し
て
「
創
造
的
自
我
」
が
誕
生
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
創
造
と
い
う
行
為
は
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
き
の
祖
述
で
は
引
用
を
省
い
た
部
分
に
、
そ
の
問
題
に
つ
い
．
て
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
Y
」
の
瑚
前
を
語
っ
た
断
章
に
続
く
一
節
で
あ
る
。

此
処
に
仮
に
退
屈
と
名
付
け
た
一
状
態
は
あ
ら
ゆ
る
創
造
の
茄

（
で
こ

芽
を
含
む
で
あ
ら
う
が
、
創
造
を
意
味
し
て
は
ゐ
な
い
。
退
屈
は
一
粒
体

（
マ
マ
）

物
に
相
違
な
い
が
、
又
、
人
間
に
と
っ
て
一
絶
仕
物
と
は
皐
に
あ
ら

ゆ
る
行
為
を
否
定
す
る
一
寂
滅
に
他
な
る
ま
い
。
創
造
と
は
行
為
で
あ

る
、
あ
く
ま
で
も
人
間
的
な
遊
戯
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
鬼
神

（
マ
マ
）

は
一
絶
休
物
で
あ
っ
た
。
然
し
創
造
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
見
神
を
抱
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

て
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
絶
対
物
を
血
肉
の
行
為
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
傍
点
・
原
文
）

「
退
屈
」
と
は
、
個
性
恍
盲
な
っ
た
虚
無
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
小
林
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は
、
こ
れ
を
、
〓
絶
鉢
物
」
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
否
定
す
る
一
寂
汲
」
だ
刃

述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
の
意
味
は
、
さ
き
の
自
意
識
論
に
よ
っ
て
あ
き
ら

か
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
「
絶
放
物
」
に
つ
い
て
班
マ
頂
鉛
－
批
評
と
い

ふ
も
の
、
大
衆
文
芸
」
（
昭
和
2
・
7
）
の
中
で
「
絶
体
と
は
誠
実
な
る
自
意

誠
の
極
限
値
な
の
だ
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
一
粒
放
物
」

た
る
「
退
屈
」
と
は
、
自
意
識
を
過
度
に
働
か
せ
て
行
為
が
不
可
能
に
な
っ
た

状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
退
屈
」
を
所
有
し
な
け
れ
ば
「
創
造
」

は
生
ま
れ
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
、
そ
こ
に
留
ま
る
限
り
、
「
創
造
」
は
不
可

侵
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
厄
介
な
状
態
を
切
り
抜
け
る
た

め
に
、
「
彼
は
見
神
を
抱
い
て
歩
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
ふ
う
に
、

「
退
屈
」
（
虚
無
）
を
抱
い
て
甥
実
世
界
に
戻
る
、
あ
の
逆
転
の
道
程
が

計
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
創
造
的
自
我
」
の
誕
生
に
あ
た
っ
て
、
現
実
へ
の
還
帰
と
い
う
契
機
が
必

要
と
き
れ
た
背
封
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
小
林
独
特
の
自
意
識
論
が
あ
っ
た
わ

け
だ
が
、
こ
の
逆
転
の
道
程
は
、
一
般
的
に
考
え
て
も
納
得
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
私
達
は
、
虚
無
の
認
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ

の
虚
無
の
中
に
没
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
虚
無
を
心
中
深
く
抱
い
た
ま

ま
、
こ
仏
甥
実
世
界
の
中
で
生
き
て
行
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
小
林
の
断
片
の

言
葉
通
り
、
「
生
活
を
と
め
る
事
を
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
芸

術
と
い
う
も
の
が
、
通
常
の
意
味
迫
閑
を
越
え
出
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
意
味
を

f
追
し
て
い
く
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
既
成
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
無
意
味
、

無
佃
伯
と
な
る
虚
無
の
状
態
を
か
い
く
ぐ
っ
た
者
が
、
芸
術
の
道
に
進
ん
で
い

く
こ
と
も
当
然
の
成
り
行
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
の
引
用
の
一

市
′
l－
続
い
て
、
さ
き
に
引
い
た
、
「
創
造
と
は
（
略
）
樹
か
ら
林
檎
が
落
ち
る

か
如
き
一
つ
の
必
然
に
過
ぎ
ぬ
。
」
と
い
う
言
葉
が
く
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
芸
術
を
含
め
た
全
て
の
行
為
を
否
定

す
る
自
意
識
の
認
識
が
極
ま
っ
た
地
点
で
、
ぐ
る
り
と
反
転
し
て
、
芸
術
創
造

の
可
能
性
と
必
然
性
を
悟
得
す
る
と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
論
理
で
あ
る
。

「
『
悪
の
撃
』
　
二
山
」
は
、
そ
の
逆
説
論
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
評
論
で
あ
っ

た
。し

か
し
な
が
ら
、
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
や
は
り
、
逆
説
性
を
含
ん
で
い
る

た
め
、
危
い
論
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
虚
鰯
を
通
過
し
た
者
が
芸

術
の
道
を
歩
む
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ

が
、
芸
術
と
い
う
創
造
行
為
も
、
行
為
で
あ
る
以
上
、
依
然
と
し
て
あ
の
「
暗
」

を
介
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
自
意
識
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
か

な
い
は
ず
は
な
い
。
虚
無
（
退
屈
）
を
抱
い
て
生
き
て
い
く
と
い
す
こ
と
は
、

行
為
を
否
定
す
る
自
意
識
の
認
識
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
宿

命
の
理
論
」
は
、
芸
術
否
定
へ
と
低
く
可
能
性
を
持
っ
た
危
い
論
理
な
の
で
あ

る
。
ラ
ン
ポ
オ
の
問
題
は
、
こ
の
問
題
と
深
く
関
過
し
て
い
る
。

≡

若
年
時
に
お
け
る
小
林
の
ラ
ン
ポ
オ
体
験
は
、
後
年
、
小
林
自
身
に
よ
っ
て

回
想
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
小
林
は
、
「
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
」
　
（
昭
和
5

・
1
0
）
　
で
は
、
ラ
ン
ポ
オ
と
の
出
会
い
を
、
「
私
は
彼
の
白
鳥
の
歌
を
、
の
っ

け
に
聞
い
て
了
っ
た
。
『
酌
酎
の
船
』
の
悲
劇
に
陶
酔
す
る
前
に
、
詩
と
の
絶

縁
状
の
『
身
を
引
き
裂
か
れ
る
不
幸
』
を
見
せ
ら
れ
た
。
」
と
回
想
し
、
ま

た
、
「
ラ
ン
ポ
オ
Ⅲ
」
　
（
昭
和
2
2
・
3
）
　
で
は
、
そ
の
出
会
い
が
、
小
林
を
閉

じ
込
め
て
い
た
、
「
悪
の
撃
」
と
い
う
「
比
類
な
く
精
巧
に
仕
上
げ
ら
れ
た
球

体
」
を
破
砕
す
る
「
事
件
」
で
あ
っ
た
と
意
味
づ
け
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の

両
者
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
ポ
オ
の
「
地
獄
の
季
節
」
が
与
え
た
、
芸
術
破
壊
の
街
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撃
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
世
界
か
ら
の
解
放
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
真
裏
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ラ
ン
ポ
オ
Ⅲ
」
や
「
ラ
ン
ポ
オ
Ⅲ
」
で
語
ら

れ
て
い
る
ラ
ン
ポ
オ
体
験
は
、
多
く
の
仕
験
回
想
（
記
）
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
多
分
に
自
己
劇
化
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
た
め
、
割
り
引
い
て
受
け
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
テ
ン
ポ
オ
体
験
の
基
本
的
な
意
味
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
用
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
ラ
ン
ポ
オ
仕
験
の
中
で
つ
か
ま
れ
た
テ
ン
ポ
オ
橡
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
「
宿
命
の
理
論
」
は
、
小
林
の

テ
ン
ポ
オ
理
解
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
ラ
ン
ポ
オ
仕
験
と
い
う
　
「
事

件
」
の
渦
中
で
書
か
れ
た
「
人
生
祈
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
」
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
を
探
っ
て
み
よ
う
。

「
人
生
析
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ポ
オ
」
に
お
け
る
ラ
ン
ポ
オ
像
は
、
そ

の
題
が
示
す
と
お
り
、
「
人
生
析
断
家
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
「
祈
断
」
ぶ
り
は
、
通
常
の
場
合
と
は
異
っ
て
い
る
と
小
林
は
考
え
て
い

る
。

析
断
と
は
人
生
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
だ
。
芸
術
家
に
あ
っ
て
理
智

シ
ニ
　
ス
　
ム

が
情
緒
に
先
行
す
る
時
、
彼
は
人
生
を
析
断
す
る
。
こ
ゝ
に
犬
倍
主
義

生
れ
る
（
勿
論
、
最
も
広
い
意
味
に
於
て
だ
。
）

僕
は
、
ラ
ン
ポ
オ
を
人
生
析
断
家
と
呼
ぶ
。
然
る
に
、
彼
に
は
帰
納
な

る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
位
犬
儒
主
義
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
作

家
は
な
い
の
で
あ
る
。
犬
儒
主
義
と
は
彼
に
と
っ
て
概
念
家
の
悲
鳴
に
過

ぎ
な
い
の
だ
。
理
由
は
簡
単
だ
。
ラ
ン
ボ
オ
の
析
断
と
は
彼
の
発
情
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
析
断
」
は
、
分
析
的
な
「
理
智
」
の
機
能
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
機
能
は
、
一
般
的
に
は
、
本
能
の
よ
う
な
生
命

的
な
機
能
と
対
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
働
か
せ
れ

ば
働
か
せ
る
ほ
ど
、
反
比
例
的
に
生
命
的
な
も
の
は
減
少
し
、
そ
の
結
果
、
人

生
に
対
し
て
消
極
的
で
否
定
的
な
態
度
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
小
林
の
言

ぅ
と
お
り
、
「
最
も
広
い
意
味
に
於
」
け
る
「
犬
儒
主
義
」
に
至
り
つ
く
。
ラ

ン
ポ
オ
も
、
ま
た
、
「
研
断
家
」
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
「
析
断
と

は
彼
の
発
情
そ
の
も
の
」
で
あ
る
よ
う
な
「
析
断
」
で
あ
る
と
小
林
は
準
え
る
。

っ
ま
り
、
ラ
ン
ボ
オ
に
お
い
て
は
、
知
性
的
で
意
識
的
な
機
能
と
本
能
的
で
生

命
的
な
機
能
と
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
、
ラ
ン
ポ
オ
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
折

断
」
は
、
お
よ
そ
徹
底
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
祈
断
」
と
本
能

的
生
命
的
な
も
の
と
が
対
立
す
る
一
般
の
概
念
家
の
場
合
に
は
、
「
祈
断
」
を

重
ね
る
こ
と
は
生
命
を
圧
穀
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
「
析
断
」
は
い
わ

ば
ほ
ど
は
ど
の
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
ン
ポ
オ
の
「
析
断
」
は
生

命
を
衰
弱
さ
せ
る
俵
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
が
彼
の
「
生
命
の
理

論
」
な
の
だ
か
ら
、
「
析
断
」
は
と
こ
と
ん
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
く
の
で

あ
る
。
意
識
、
知
性
の
徹
底
し
た
行
使
が
、
そ
の
ま
ま
生
命
の
発
塀
で
あ
る
よ

う
な
存
在
　
－
　
こ
れ
が
、
小
林
の
ラ
ン
ポ
オ
像
で
あ
る
。

「
人
生
祈
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ポ
オ
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ォ
ワ
イ
ヤ

ン
と
し
て
の
ラ
ン
ポ
オ
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
中
心
イ
メ
ー

ジ
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
ラ
ン
ポ
オ
の
特
徴
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
に
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
、
ヴ
ユ
ル
レ
ー
ヌ
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
比
も
、

や
は
り
今
述
べ
た
点
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
無
意
識
的

な
生
活
者
」
で
あ
る
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
に
対
し
て
は
ラ
ン
ポ
オ
の
意
識
性
を
、
意

識
の
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
し
て
は
ラ
ン
ポ
オ
の
忠
誠
の
徹
底
性
を
、
と
い
う

ふ
う
な
対
此
で
あ
る
。
く
り
遁
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
意
識
健
は
、
概
念
家
の
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そ
れ
と
は
異
な
る
、
生
命
の
発
塀
そ
の
も
の
と
し
て
の
意
識
性
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
生
命
の
発
現
と
し
て
の
徹
底
し
た
意
識
性
が
、
結
局
は
、
ラ

ン
ポ
オ
に
芸
術
破
壊
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
「
人
生
析
断

家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
テ
ン
ポ
オ
」
の
主
題
で
あ
る
。
「
宿
命
の
理
論
」
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
は
、
こ
の
主
題
と
関
連
し
て
い
る
。

創
造
と
い
ふ
も
の
が
、
常
に
批
評
の
尖
頂
に
据
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
理
由

か
ら
、
芸
術
家
は
、
最
初
に
虚
無
を
所
有
す
る
必
要
が
あ
る
。

芸
術
創
造
の
原
理
を
述
べ
た
こ
の
一
文
に
は
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う

㌧
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ワ
グ
ナ
ー
論
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら

し
亭
え
ば
、
こ
の
一
文
の
「
批
評
」
と
い
う
言
葉
を
「
自
意
識
」
に
置
き
換
え
る
と

（
一
剖
鉛
－
－
批
評
と
い
ふ
も
の
、
大
衆
文
芸
」
に
は
、
「
で
は
自
意
識
と
は

何
ん
だ
？
批
評
精
神
に
他
な
ら
ぬ
。
」
と
あ
る
。
）
、
自
意
識
　
－
　
虚
無
　
－
　
創

造
と
い
う
「
『
忍
の
撃
』
一
面
」
の
図
式
が
、
こ
こ
に
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い

l
‘
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
下
敷
に
し
な
が

ら
、
小
林
は
、
芸
術
家
一
般
の
創
造
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
天
才
は
、
恐
ろ
し
い
柔
軟
性
を
も
っ
て
、
世
の
あ
ら

ゆ
る
範
型
の
理
智
を
、
情
熱
を
、
そ
の
生
命
の
理
論
の
中
に
た
た
き
込

む
。
（
略
）
彼
は
正
銘
の
金
を
得
る
。
然
る
に
、
彼
は
、
自
身
の
甜
塙
か

ら
取
り
出
し
た
黄
金
に
、
何
物
か
未
知
の
陰
影
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
陰
影
こ
そ
彼
の
宿
命
の
表
象
な
の
だ
。
こ
の
時
、
彼
の
眼
は
、
痴

呆
仁
如
く
、
夢
遊
病
者
の
如
く
見
開
ら
か
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

或
は
、
こ
の
時
彼
の
眼
は
祈
栢
者
の
眼
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何

故
な
ら
、
自
取
ら
の
宿
命
の
相
貌
を
確
知
せ
ん
と
す
る
時
、
彼
の
天
神
は

逃
走
し
て
了
ふ
か
ら
。
芸
術
家
の
脳
中
に
、
宿
命
が
侵
入
す
る
の
は
、

必
ず
頭
蓋
骨
の
背
後
よ
り
だ
。
宿
命
の
尖
租
が
生
命
の
理
論
と
交
錯
す

る
の
は
、
必
ず
無
急
談
に
於
て
だ
。
こ
の
紐
意
識
を
唯
一
の
契
点
と
し
て

彼
は
「
絶
対
」
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
見
紛
へ
、
あ
ら
ゆ
る
大
芸
術
家

が
、
「
絶
対
」
を
退
す
る
に
如
何
に
屡
誰
で
あ
っ
た
か
？
「
絶
対
」
に
譲

歩
す
る
に
如
何
に
巧
妙
で
あ
っ
た
か
P

こ
こ
に
は
、
先
述
し
た
「
宿
命
の
辿
論
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
語
ら
れ
て
い

る
。
虚
無
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
芸
術
創
造
と
い
う
行
為
を
自

己
の
「
宿
命
」
と
し
て
虹
得
す
る
。
し
か
し
、
芸
術
創
造
も
、
自
意
識
の
眼
か

ら
す
れ
ば
、
あ
の
「
暗
」
を
介
在
さ
せ
て
い
る
一
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か

ら
、
も
し
も
自
意
識
の
眼
が
凝
視
し
続
け
る
な
ら
ば
、
芸
術
家
た
る
「
自
枢
ら

の
宿
命
の
相
貌
を
確
知
せ
ん
と
す
る
時
、
彼
の
美
神
は
逃
走
し
て
了
ふ
」
、
す

な
わ
ち
、
芸
術
を
捨
て
る
破
臼
に
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
芸
術
家

た
る
「
宿
命
」
を
受
容
す
る
時
、
暫
く
の
間
、
自
意
識
に
眼
を
閉
じ
て
い
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
痴
呆
の
如
く
、
夢
遊
病
者
の
如
く
見
机
ら
か
れ

て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
わ
け
で
あ
る
。

引
用
の
前
半
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
を
語
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

後
半
も
や
は
り
「
宿
命
の
理
論
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
絶

（
て
こ

対
」
は
、
す
で
に
見
た
「
絶
体
（
軌
）
」
と
同
義
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
「
自
意
識
の
極
限
倦
」
　
（
「
捌
鉛
　
－
　
批
評
と
い
ふ
も
の
、
大
衆
文

芸
」
）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
　
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
否
定
す
る
一
寂
城
」

（
「
『
悪
の
撃
』
　
l
面
」
）
、
す
な
わ
ち
完
全
な
虚
無
の
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。

芸
術
家
た
る
「
宿
命
」
を
狂
得
す
る
た
め
に
は
、
一
皮
は
そ
の
状
態
を
適
地
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
、
芸
術
家
と
し
て

の
自
分
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
大
芸
術
家
は
『
絶
対
』

を
迅
す
る
に
（
略
）
屡
惣
」
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
彼
等
は
、
最
後

〇
一
組
を
守
る
こ
と
で
、
芸
術
に
携
わ
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
徹
底
し
た
意
識
性
の
野
人
で
あ
る
ラ
ン
が
オ
は
、
芸
術
家

た
る
自
己
の
「
宿
命
」
を
受
容
す
る
時
に
も
、
自
意
識
の
眼
を
閉
じ
る
こ
と
は

し
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
う
な
れ
ば
、
芸
術
創
造
と
い
う
行
為
は
否
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ラ
ン
ポ
オ
は
、
「
大
芸
術
家
」
達
が
守
っ
て
い
た
最
後
の
一
線
を

踏
み
抱
え
、
「
宿
命
」
そ
の
も
の
を
「
折
断
」
す
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
無
礼
に
も
禁
制
の
屈
を
放
っ
て
宿
命
を
引
き
摺
り
出
し
た
。
（
略
）

彼
は
、
逃
走
す
る
美
神
を
、
自
意
識
の
背
後
か
ら
傍
観
し
た
の
で
は
な
い
。

彼
は
美
神
を
捕
へ
て
刺
違
へ
た
の
で
あ
る
、
恐
ら
く
此
処
に
極
点
の
文
学

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
林
は
、
テ
ン
ポ
オ
を
、
「
宿
命
の
理
論
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
を
踏
み
破
っ
た
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

む
ろ
ん
、
小
林
は
、
そ
の
よ
う
な
テ
ン
ポ
オ
の
後
匹
を
拝
し
て
、
自
身
も

「
宿
命
の
理
論
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
踏
み
破
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
そ
の
踏
破
が
可
能
な
の
は
、
ラ
ン
ポ
オ
の
よ
う
な
存
在
に
限
ら
れ
る
わ
け

で
、
明
敏
な
小
林
が
、
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
つ

ま
り
、
ラ
ン
ポ
オ
は
、
現
実
の
範
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
遠
く
位
置
し
て
い
る

極
限
的
な
存
在
と
し
て
、
小
林
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
孝
を
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
覚
は
、
「
人
生
析
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ポ
オ
」
を

昏
き
終
え
た
あ
た
り
の
比
較
的
早
い
時
期
に
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。「

人
生
析
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
テ
ン
ポ
オ
」
の
一
か
月
後
に
、
小
林
は
、
ボ

ー
ド
レ
ー
ル
の
「
火
節
」
、
「
赤
裸
の
心
」
の
抄
訳
を
「
文
芸
時
代
」
　
（
大
正

1
5
・
1
1
）
に
載
せ
、
ま
た
、
翌
昭
和
二
年
の
五
月
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
二

つ
の
ポ
オ
論
の
翻
訳
を
「
新
し
き
村
出
版
部
」
か
ら
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
同
年
八
月
の
「
剰
鉛
－
－
批
評
と
い
ふ

も
、
大
衆
文
芸
」
に
お
い
て
も
、
そ
の
批
評
楷
神
を
め
ぐ
っ
て
の
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
、
ラ
ン
ポ
オ
的
方
向
を
断
念
し
た
小
林
が
、

ラ
ン
ポ
オ
に
よ
っ
て
踏
み
越
え
ら
れ
た
「
大
芸
術
家
」
の
一
人
で
あ
る
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
世
界
に
引
き
返
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
新
た
な
道
を
模
索
し
よ
う
と
し

た
、
そ
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ

れ
ら
の
動
き
の
総
括
的
な
位
匿
に
あ
る
「
『
悪
の
畢
』
一
面
」
に
は
、
そ
う
い

う
モ
チ
ー
フ
が
読
み
と
れ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
『
悪
の
華
』
一
面
」
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
論
じ
る
こ

と
を
通
し
て
、
小
林
自
身
の
文
学
者
た
る
「
宿
命
」
の
確
認
作
業
を
行
っ
た
評
論

で
あ
っ
た
。
そ
の
作
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
小
林
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
自

分
自
身
と
を
ほ
と
ん
ど
重
ね
あ
わ
せ
る
よ
う
な
形
で
論
述
を
進
め
て
い
た
。
そ

こ
で
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
肯
定
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
論
述
は
、
あ
く
ま
で
、
「
宿
命
」
を
拡
得
す
る

ま
で
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
精
神
の
歩
み
に
関
し
て
で
あ
っ
て
、
「
宿
命
」
を
摂

待
し
た
後
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
祖
述
の
中
で
も
触
れ
て
お
い
た
が
、
小
林
は
、
他
の
詩
人

達
（
ヴ
エ
ル
レ
ー
ヌ
、
マ
ラ
ル
メ
）
が
「
創
造
的
自
我
」
の
発
見
か
ら
新
た
に

出
発
し
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
発
見
に
い
わ
ば
安
住
し

て
し
ま
っ
た
た
め
に
「
廿
五
歳
で
枯
池
し
た
」
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
林
は
、
「
『
悪
の
畢
』
一
面
」
に
お
い

て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
し
て
最
終
的
に
は
訣
別
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
に
引
き
返
し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
れ

は
、
単
純
な
回
帰
を
ま
昧
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
回
帰
は
、
あ
く
ま
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で
、
ラ
ン
ポ
オ
的
方
向
を
閉
ざ
さ
れ
た
小
林
が
、
新
た
な
道
を
模
索
す
る
た
め

の
、
再
検
討
の
意
味
合
い
を
こ
め
た
回
帰
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
訣
別
し
た
小
林
は
、
一
体
、
ど

の
よ
う
な
方
向
に
向
っ
て
出
発
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
が
次

に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
な
の
だ
が
、
「
『
悪
の
華
』
一
両
」

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
小
林
が
、
「
『
意
の
撃
』
一
面
」

（
注
8
）

を
「
未
完
」
の
論
文
と
考
え
て
い
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
と
関
係
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
「
『
悪
の
撃
』
一
両
」
を
書
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
小
林
は
、
「
宿
命
の
理
論
」
を
精
密
に
論
理
づ
け
、
新
た
な
出

発
の
た
め
の
土
台
を
田
め
た
と
言
え
よ
う
。

注
1
、
拙
稿
「
小
林
秀
雄
『
宿
命
の
理
論
』
」
（
『
国
文
学
致
』
9
5
号
）
。

注
2
、
小
林
秀
雄
の
文
章
の
引
用
は
、
直
接
論
考
の
対
象
と
な
っ
た
「
『
悪
の

華
』
一
両
」
、
「
人
生
祈
断
家
ア
ル
チ
ュ
ル
・
ラ
ン
ボ
オ
」
の
二
編
の
み

初
出
雑
誌
に
よ
っ
た
。
他
は
、
『
小
林
秀
雄
全
集
』
　
（
新
潮
社
、
昭
和
4
2

－
4
3
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
あ
き
ら
か
に
誤
植
と
思
わ
れ
る
も
の
や
旧
撲

字
等
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
一
部
改
め
た
所
が
あ
る
。

注
3
、
山
田
九
郎
訳
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
方
法
』
　
（
岩
披
文
庫
、

昭
和
5
2
年
・
6
ノ
所
収
。
榊
貢
。

注
4
、
桶
谷
秀
明
氏
は
、
「
Ⅹ
」
を
「
名
辞
以
前
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え

て
お
ら
れ
る
。
『
批
評
の
運
命
』
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
4
9
・
6
）

注
5
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
論
（
「
追
記
と
余
談
」
）
と
「
『
悪
の

撃
』
一
両
」
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
清
水
純
孝
氏
が
「
小
林
秀
雄
の
ヴ

ァ
レ
リ
イ
援
用
－
　
「
『
悪
の
畢
』
一
面
」
に
つ
い
て
　
ー
　
」
　
（
『
小
林

秀
雄
と
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
』
＜
審
美
社
、
昭
和
5
5
・
6
V
所
収
）
で
詳

細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
『
悪
の
撃
』
一
面
」
に
シ
エ
ス
ト
フ

の
影
を
見
る
江
藤
淳
氏
の
指
摘
が
あ
り
（
『
小
林
秀
雄
』
講
談
社
、
昭
和

3
6
・
1
1
）
、
清
水
氏
の
論
稿
は
そ
れ
へ
の
反
論
と
い
う
形
に
な
っ
て
い

る
。
「
『
悪
の
華
』
一
面
」
に
関
す
る
言
及
で
は
な
い
が
、
大
久
保
喬
樹

氏
は
、
「
二
つ
の
日
本
語
訳
ラ
ン
ボ
ー
の
問
題
－
小
林
秀
雄
と
中
原
中

也
－
－
（
上
）
」
　
（
『
比
較
文
学
』
3
3
号
）
に
お
い
て
、
シ
ェ
ス
ト
フ
の

「
虚
無
よ
り
の
創
造
」
と
「
ラ
ン
ポ
オ
1
」
と
を
対
比
し
、
前
者
の
虚

無
、
創
造
が
人
生
上
の
意
味
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後

者
の
そ
れ
は
「
芸
術
創
造
理
論
上
の
概
念
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。

注
6
、
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
方
法
』
　
（
前
掲
容
）
　
1
哩
買
。

注
7
、
注
1
参
照
。

注
8
、
「
仏
関
西
文
学
研
究
」
第
三
紐
に
は
「
終
り
」
と
附
さ
れ
て
い
る
が
、

小
林
の
意
図
は
「
未
完
」
に
あ
っ
た
と
い
う
。
大
岡
昇
平
氏
「
小
林
秀
雄

書
誌
上
の
一
細
目
に
つ
い
て
」
　
（
『
昭
和
文
学
へ
の
証
言
』
∧
文
芸
春

秋
、
昭
和
4
4
・
7
V
所
収
）
参
照
。

（
昭
和
五
十
八
年
八
月
稿
）

－
　
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
－
－
－
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