
「
坊
　
っ
　
ち
ゃ
ん
」
　
論

－
写
生
文
、
あ
る
い
は
一
人
称
回
想
へ
の
眼
差
し
－

は
じ
め
に

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
（
明
垣
二
十
九
年
四
月
、
r
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
）
研
究
は
、
平

岡
敏
夫
氏
の
「
作
品
の
事
実
か
ら
い
え
ば
帰
京
し
て
街
鉄
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

坊
っ
ち
ゃ
ん
は
ウ
ソ
で
あ
り
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
」
と
い
う

駄
鮮
以
降
の
・
テ
ク
ス
ト
の
「
暗
さ
」
を
重
視
す
る
論
究
と
、
そ
の
反
論
と
し

（2）

て
の
「
明
る
さ
」
を
重
視
す
る
論
究
と
が
極
点
に
位
置
す
る
、
振
り
子
運
動
の

よ
う
な
体
を
表
し
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ク
ス

ト
そ
れ
自
体
が
読
み
の
幅
を
拡
げ
る
要
素
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
も

あ
る
。

（3）

こ
れ
に
関
し
て
、
有
光
隆
司
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
方
、
内
田
道
雄
氏
は
（
中
略
）
作
品
の
「
笑
い
」
を
「
作
者
の
体
質

の
流
露
」
に
「
還
元
」
す
る
の
で
は
な
く
・
「
そ
の
面
白
味
自
体
の
敵
船

（4）

を
解
明
す
る
こ
と
」
こ
そ
が
重
要
だ
と
し
た
。
こ
の
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の

山
　
　
下
　
　
航
　
　
正

語
り
」
を
、
作
者
の
生
理
に
根
ざ
し
た
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
意
図

さ
れ
た
桟
構
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
内
田
論
文
の
意
味
は
極
め
て
大
き

い
。
だ
が
、
「
作
者
が
専
ら
し
た
こ
と
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
い
う
二
重
の
存

在
性
を
も
っ
た
性
格
の
造
形
で
あ
る
」
と
し
て
「
笑
い
」
と
「
批
評
性
」

と
い
う
二
重
機
構
を
、
語
り
手
自
身
の
性
格
に
帰
そ
う
と
す
る
考
え
に
は

疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
平
岡
氏
も
、
作
品
の
暗
さ
を
語
り
手
の
暗

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

さ
と
し
て
読
解
し
た
が
、
暗
さ
に
せ
よ
機
構
の
二
重
性
に
せ
よ
、
そ
れ
を

語
り
手
自
身
の
性
格
と
直
結
さ
せ
る
解
釈
に
は
従
え
な
い
。
む
し
ろ
、
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「
語
り
」

の
機
能
を
巧
妙
に
包
摂
し
た
、
作
品
世
界
の
構
造
そ
れ
自
体
の

う
ち
に
、
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
一

秘
密
を
探
る
べ
き
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
。
ま
た
、
傍
点
は
本
文
に
よ
る
。
）

有
光
氏
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
平
岡
氏
の
論
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
傾
向
に

疑
問
を
投
げ
か
け
「
笑
い
」
　
に
注
目
す
る
内
田
氏
の
言
及
も
視
野
に
入
れ
、



「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
二
重
性
の
秘
密
を
探
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
の
後
半
に
存
す
る
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
J
と
い
う

作
品
は
、
そ
の
深
部
に
お
い
て
悲
劇
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
」
や
「
悲
劇
の
た
め
の
有
効
な
方
法
」
と
い
う
箇
所
を
見
る
と
、
有

光
氏
自
身
も
「
悲
劇
」
＝
「
暗
さ
」
を
優
位
に
見
て
い
る
観
が
う
か
が
え
る
。

本
稿
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
る
、
読
み
の
幅

を
広
げ
る
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
、
有
光
氏
の
言

う
「
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
二
重
性
」
　
の
原
因
の
一
つ
を
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け

る
語
り
に
見
出
し
、
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
作
家
漱
石
が
抱
い

て
い
た
意
識
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。

一
　
語
り
の
機
能

ま
ず
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
に
お
け
る
語
り
に
注
目
し
た
い
。
語
り
手
で
あ
る

「
お
れ
」
は
、
四
国
へ
数
学
教
師
と
し
て
赴
任
し
、
そ
の
の
ち
帰
京
し
て
活
の

死
を
経
験
し
た
後
の
「
現
在
」
か
ら
、
幼
年
時
代
を
経
て
活
の
死
に
至
る
ま
で

の
自
己
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
語
り
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
一
人
称
回
想
形

式
に
よ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
四
国
へ
の
到
着
（
二
章
）
　
か
ら
四
国

出
立
の
直
前
ま
で
　
（
十
一
章
「
赤
シ
ャ
ツ
も
野
だ
も
訴
へ
な
か
っ
た
な
あ
と
二

人
で
大
き
に
笑
っ
た
。
」
）
　
の
語
り
が
、
「
船
頭
は
真
っ
裸
に
赤
ふ
ん
ど
L
を
し

め
て
ゐ
る
。
野
蛮
な
所
だ
。
」
　
（
二
）
、
「
船
縁
か
ら
覗
い
て
見
た
ら
、
金
魚
の

様
な
縞
の
あ
る
魚
が
糸
に
く
っ
つ
い
て
、
左
右
へ
漂
い
な
が
ら
、
手
に
応
じ
て

浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
面
白
い
。
」
　
（
五
）
、
「
夫
れ
以
来
山
嵐
は
お
れ
と
口
を

利
か
な
い
。
机
の
上
へ
返
し
た
一
銭
五
厘
は
未
だ
に
机
の
上
に
乗
っ
て
居
る
。

ほ
こ
り
だ
ら
け
に
な
っ
て
乗
っ
て
居
る
。
」
　
（
八
）
　
な
ど
、
現
在
形
や
独
自
め

い
た
読
者
へ
の
語
り
か
け
が
頻
出
す
る
の
に
対
し
、
幼
年
期
か
ら
四
国
出
立
ま

で
を
明
ら
か
に
す
る
一
章
と
四
国
出
立
以
後
の
十
一
章
末
尾
に
お
け
る
語
り
で

は
、
そ
れ
ら
が
少
な
く
、
「
成
程
放
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
御
覧
の
通
り
の

始
末
で
あ
る
。
行
く
先
が
案
じ
ら
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
只
懲
役
に
行
か
な

い
で
生
き
て
居
る
許
り
で
あ
る
。
」
　
（
一
）
、
「
山
嵐
と
は
す
ぐ
分
れ
た
ぎ
り
今

日
進
達
ふ
機
会
が
な
い
。
」
　
（
十
一
）
、
「
活
の
事
を
話
す
の
を
忘
れ
て
居
た
。
」

（
同
）
と
い
う
よ
う
に
、
語
る
「
現
在
」
と
語
ら
れ
る
「
過
去
（
の
自
分
こ

を
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（

J

）

こ
の
点
に
関
し
、
小
森
陽
一
氏
の
言
及
が
あ
る
。
小
森
氏
は
、
「
第
一
章
と

末
尾
」
　
に
存
す
る
「
…
…
か
ら
…
…
し
た
」
と
い
う
表
現
は
「
語
る
時
点
で
の

「
お
れ
」
＝
語
り
手
が
、
聞
き
手
に
向
か
っ
て
行
う
自
己
同
定
の
た
め
の
理
由

づ
け
」
　
で
あ
り
、
対
す
る
「
二
章
以
後
」
で
の
語
り
は
「
語
ら
れ
る
「
お
れ
」

の
そ
れ
　
（
意
識
　
－
　
山
下
注
）
と
明
確
に
は
分
節
化
さ
れ
」
な
い
　
「
語
ら
れ
る

時
点
の
（
い
ま
：
J
こ
）
に
即
し
た
語
り
」
　
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
当
初
語
る
時
点
で
の
聞
き
手
に
対
す
る
自
己
同
定
を
め

ざ
し
た
、
自
分
の
行
為
や
思
考
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け
が
、
そ
の
行
為
や

思
考
が
実
際
に
向
け
ら
れ
て
い
た
場
面
内
の
他
者
（
赤
シ
ャ
ツ
・
野
だ
い



こ
・
狸
な
ど
）

へ
の
一
見
内
語
化
さ
れ
た
反
駁
の
様
相
を
も
ロ
王
す
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
も
、
「
お
れ
」
は
二
車
以
後
の
会
話
場
面
の
中
で
、
他
者

か
ら
自
分
の
行
為
や
思
考
の
非
常
識
性
と
非
論
理
性
を
問
い
つ
め
ら
れ
、

「
…
…
か
ら
…
…
し
た
」
と
い
う
調
子
で
受
け
こ
た
え
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
聞
き
手
と
し
て
語
り
手
の
主
観
的
で
単
純
な
も
の
の
見

方
を
通
し
て
赤
シ
ャ
ツ
・
野
だ
い
こ
・
狸
等
の
誇
張
さ
れ
た
俗
物
ぶ
り
を

笑
う
読
者
は
、

そ
の
語
り
手
の
単
純
さ
を
笑
う
読
者
と
し
て
の
潜
在
的
意

誼
の
顕
在
化
し
た
型
を
そ
れ
と
意
識
せ
ず
笑
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

小
森
氏
が
説
く
の
は
、
「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二
章
以
後
」
で
の
語
り
の

位
相
に
起
因
す
る
、
読
者
の
笑
い
の
二
重
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
二
幸
以

後
」
で
「
お
れ
」
に
向
け
ら
れ
た
「
赤
シ
ャ
ツ
・
野
だ
い
こ
・
狸
等
」
の
笑
い

が
、
「
第
一
章
と
末
尾
」
で
の
「
お
れ
」
に
対
す
る
読
者
の
笑
い
と
同
質
で
あ

り
、
「
二
幸
以
後
」
で
「
赤
シ
ャ
ツ
・
野
だ
い
こ
・
狸
等
」
を
笑
う
読
者
は
、

「
第
一
章
と
末
尾
」
で
「
お
れ
」
を
笑
っ
て
い
た
か
つ
て
の
自
分
を
も
笑
う
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
「
お
れ
」
に
も
「
お

れ
」
以
外
の
人
物
に
も
向
け
ら
れ
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
読
者
の
笑
い
は
、
そ

の
語
り
手
の
回
想
に
よ
る
語
り
が
一
貫
し
な
い
不
完
全
も
の
で
あ
る
た
め
に
生

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
の
構
造
と
読
者

と
の
関
係
を
示
し
た
点
で
、
小
森
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
、
読
者
の
笑
い
の
二
重
性
が
生
じ
る
過
程
で
、
読
者
の
笑
い
の

対
象
が
ス
ラ
イ
ド
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
場
合
、
「
第
一
章
と
末
尾
」

と
「
二
幸
以
後
」
で
の
語
り
の
位
相
は
、
単
に
笑
い
に
つ
い
て
の
み
看
取
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
「
二
章
以
後
」
で
は
「
第
一
章

と
末
尾
」
と
異
な
り
、
「
お
れ
」
以
外
の
人
物
に
対
し
て
の
笑
い
と
同
時
に
、

「
お
れ
」
　
へ
の
共
感
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
を
み
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

け
ち
な
奴
等
だ
、
自
分
で
自
分
の
し
た
事
が
云
へ
な
い
位
な
ら
、
て
ん

で
仕
な
い
が
い
、
。
証
拠
さ
へ
挙
が
ら
な
け
れ
ば
、
し
ら
を
切
る
積
り
で

図
太
く
構
へ
て
居
や
が
る
。
お
れ
だ
っ
て
中
学
に
居
た
時
分
は
少
し
は
い

た
づ
ら
も
し
た
も
ん
だ
。
然
し
だ
れ
が
し
た
と
聞
か
れ
た
時
に
、
尻
込
み

を
す
る
様
な
卑
怯
な
事
は
只
の
一
度
も
な
か
っ
た
。
仕
た
も
の
は
仕
た
の

で
、
仕
な
い
も
の
は
仕
な
い
に
極
っ
て
る
。
お
れ
な
ん
ぞ
は
、
い
く
ら
、

い
た
づ
ら
を
し
た
つ
て
潔
白
な
も
の
だ
。
嘘
を
吐
い
て
罰
を
逃
げ
る
位
な

ら
、
始
め
か
ら
い
た
づ
ら
な
ん
か
や
る
も
ん
か
。
い
た
づ
ら
と
罰
は
つ
き

も
ん
だ
。
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら
も
心
持
ち
よ
く
出
来
る
。
い
た
づ
ら

丈
で
罰
は
御
免
蒙
る
な
ん
て
下
劣
な
根
性
が
ど
こ
の
国
に
流
行
る
と
思
っ

て
る
ん
だ
。
金
は
借
り
る
が
、
返
す
事
は
御
免
だ
と
云
ふ
連
中
は
み
ん
な
、

こ
ん
な
奴
等
が
卒
業
し
て
や
る
仕
事
に
相
違
な
い
。
全
体
中
学
校
へ
何
し

に
這
入
っ
て
る
ん
だ
。
学
校
へ
這
入
っ
て
、
嘘
を
吐
い
て
、
胡
魔
化
し
て
、

蔭
で
こ
せ
〈
生
意
気
な
悪
い
た
づ
ら
を
し
て
、
さ
う
し
て
大
き
な
面
で

卒
業
す
れ
ば
教
育
を
受
け
た
も
ん
だ
と
痛
遠
を
し
て
居
や
が
る
。
話
せ
な

い
雑
兵
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
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イ
ナ
ゴ
事
件
で
生
徒
を
問
い
た
だ
し
た
後
の
、
「
お
れ
」
の
独
白
の
場
面
で

あ
る
。
「
お
れ
な
ん
ぞ
は
」
以
下
の
箇
所
に
見
え
る
「
お
れ
」
の
独
断
を
読
者

が
笑
え
る
の
は
、
再
読
で
幾
分
「
お
れ
」
か
ら
離
れ
て
読
む
際
に
お
い
て
で
あ

っ
て
、
初
読
の
際
は
む
し
ろ
「
お
れ
」
と
同
一
の
視
点
で
読
む
進
め
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
先
の
引
用
部
分
が
、
再
読
以
降
の
際
に
必
ず
し

も
「
お
れ
」
へ
の
笑
い
だ
け
を
誘
う
の
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

（6）

こ
れ
に
関
し
て
は
、
読
書
行
為
に
お
け
る
異
化
作
用
と
同
化
作
用
か
ら
説
明

で
き
る
。
読
者
は
、
異
化
作
用
が
働
く
と
き
に
は
登
場
人
物
を
批
評
的
に
、
反

対
に
同
化
作
用
が
働
く
と
き
に
は
共
感
を
持
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
進
め
て
い

（7）

く
。
そ
の
た
め
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
笑
い
」
＝
異
化
作
用
は
、

「
第
一
章
と
末
尾
」
で
は
「
お
れ
」
に
、
「
二
章
以
後
」
で
は
「
お
れ
」
以
外

の
人
物
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
説
的
に
言
え

ば
・
「
二
章
以
後
」
で
の
「
お
れ
」
に
対
し
て
「
笑
い
」
＝
異
化
作
用
が
減
少

し
た
分
、
共
感
＝
同
化
作
用
が
働
き
や
す
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
で
中
心
と
な
っ
て
い
る
現
在
形
や
独
自
め
い
た
読
者
へ
の
語
り
か
け
が
、

「
お
れ
」
　
へ
の
共
感
＝
同
化
作
用
に
拍
車
を
か
け
る
の
で
あ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
読
者
は
、
笑
い
の
二
重
性
と
同
時
に
、
「
お
れ
」
　
へ
の

異
化
作
用
と
同
化
作
用
も
経
験
す
る
。
そ
れ
は
、
「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二

章
以
後
」
で
の
語
り
の
位
相
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
「
清
」
　
の
語
ら
れ
か
た

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二
幸
以
後
」
と
の
語

り
の
位
相
が
、
読
者
の
笑
い
の
二
重
性
と
、
そ
の
内
部
に
あ
る
同
化
作
用
並
び

に
異
化
作
用
と
を
生
み
出
す
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
語
り
の
位
相
は
、

「
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
二
重
性
」
　
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
人
物
、
す
な
わ
ち

「
清
」
と
の
間
に
も
関
係
し
て
い
る
。

「
二
章
以
後
」
で
の
「
活
」
は
、
「
お
れ
」
に
よ
る
語
り
に
、
さ
ら
に
彼
の

（8）

回
想
に
登
場
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
で
の
「
清
」
に
対
す
る
「
お
れ
」
の

態
度
・
評
価
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。
四
国
到
着
か
ら
間
も
な
い
頃
は
「
難
船

し
て
死
に
や
し
な
い
か
杯
と
思
つ
ち
や
困
る
か
ら
、
奮
発
し
て
長
い
の
を
書
い

て
や
っ
た
。
」
　
（
二
）
と
い
う
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
新
任
教
師
い

じ
め
と
し
て
の
悪
戯
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
生
徒
を
目
の
前
に
し
て
、
教
敬
に

嫌
気
が
さ
し
た
と
き
、
「
そ
れ
を
思
ふ
と
清
な
ん
て
の
は
見
上
げ
た
も
の
だ
。

教
育
も
な
い
身
分
も
な
い
婆
さ
ん
だ
が
、
人
間
と
し
て
は
頗
る
尊
と
い
。
（
中

略
）
何
だ
か
清
に
逢
ひ
た
く
な
っ
た
。
」
（
四
）
と
、
急
に
「
清
」
が
思
い
出

さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
「
単
純
や
真
率
」
を
笑
う
「
赤
シ
ャ
ツ
」
を
前
に
し

て
、
「
こ
ん
な
時
に
決
し
て
笑
っ
た
事
は
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
「
赤
シ
ャ

ツ
よ
り
余
っ
程
上
等
だ
。
」
　
（
五
）
と
「
活
」
　
の
価
値
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
「
清
」
の
「
お
れ
」
に
対
す
る
「
あ
な
た
は
真
っ
直
で
よ
い
狗
気
性

だ
」
（
一
）
と
い
う
誉
め
言
葉
に
端
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
言
責
に
逆
照
射
さ
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れ
る
形
で
、
「
お
れ
」
は
自
ら
の
生
き
方
を
選
ん
で
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
有

光
氏
の
「
「
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
」
で
「
慾
が
す
く
な
く
つ
て
、
心
が
奇
毘
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
つ
ね
に
社
会
的
に
は
r
失
敗
」
を
も
た
ら
し
た
男
の
r
無

鉄
砲
」
さ
は
、
唯
一
そ
れ
を
優
し
く
見
守
る
活
の
存
在
に
よ
っ
て
、
し
っ
か
り

（9）

保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
は
的
を
得
て
い
る
。

こ
の
「
清
」
の
価
値
は
、
「
赤
シ
ャ
ツ
」
に
仕
組
ま
れ
た
「
山
嵐
」
と
の
対

立
の
な
か
、
水
代
を
契
機
と
し
た
金
銭
の
貸
し
借
り
を
め
ぐ
っ
て
思
考
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
お
れ
の
片
破
れ
」
　
（
六
）
　
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
上
昇
す
る
。

す
で
に
「
真
っ
直
」
が
自
己
の
美
質
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
山
嵐
」

に
馨
っ
て
も
ら
っ
た
一
銭
五
厘
と
「
活
」
に
借
り
て
い
る
三
円
と
に
対
す
る
自

分
の
対
応
は
異
な
る
の
だ
と
、
「
お
れ
」
は
自
分
に
対
し
て
言
い
聞
か
せ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
「
真
っ
直
」
と
い
う
自
己
の
美
質
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
活
」
も
「
美
し
い
心
」
　
の
持
ち
主
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
お
れ
の

片
破
れ
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
初
手
か
ら
逃
げ
路
が

作
っ
て
」
あ
り
「
自
分
の
方
を
表
向
き
丈
立
派
に
し
て
夫
か
ら
こ
っ
ち
の
非
を

攻
撃
す
る
」
　
（
十
）
　
生
徒
や
「
赤
シ
ャ
ツ
」
　
の
や
り
方
に
対
処
で
き
な
く
な
っ

た
と
き
、
「
人
が
あ
や
ま
っ
た
り
詫
び
た
り
す
る
の
を
、
真
面
目
に
受
け
て
勘

弁
す
る
の
は
正
直
過
ぎ
る
馬
鹿
」
　
（
同
）
　
で
あ
り
、
「
真
っ
直
」
と
い
う
自
己

の
美
質
を
存
続
す
る
危
う
さ
を
感
じ
て
、
「
ど
う
し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
っ
て

活
と
一
所
に
な
る
に
限
る
。
」
　
（
同
）
　
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
二

度
目
に
手
紙
を
出
そ
う
と
す
る
際
　
（
同
）
、
「
今
度
は
も
つ
と
詳
し
く
書
い
て

く
れ
と
の
注
文
だ
か
ら
、
可
成
念
人
に
認
め
な
く
つ
ち
や
な
ら
な
い
。
」
（
同
）

と
取
り
組
み
、
ま
た
失
敗
に
終
わ
っ
て
も
「
か
う
し
て
遠
く
へ
来
て
迄
、
活
の

’
－
こ
と

身
の
上
を
案
じ
て
ゐ
て
や
り
さ
へ
す
れ
ば
、
お
れ
の
真
心
は
活
に
通
じ
る
に
遠

な
い
。
通
じ
さ
へ
す
れ
ば
手
紙
な
ん
ぞ
や
る
必
要
は
な
い
。
」
　
（
同
）
と
い
う

結
論
に
達
す
る
。

自
己
の
美
質
で
あ
る
「
真
っ
直
」
を
保
証
す
る
存
在
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に

「
美
し
い
心
」
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
「
清
」
が
意
識
さ
れ
た
と
き
、
「
野
蛮
な

所
」
　
（
一
）
　
で
「
不
浄
な
地
」
　
（
十
一
）
　
で
あ
る
「
四
国
辺
り
」
　
（
二
　
に
い
る

「
お
れ
」
は
、
自
己
存
続
の
危
う
さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
「
ど
う

し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
っ
て
活
と
一
所
に
な
る
に
限
る
。
」
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
「
活
」
と
の
一
体
化
が
「
お
れ
」
の
中
で
達
成
さ
れ
て
い
た
か

’
l
こ
と

ら
こ
そ
「
真
心
」
　
の
発
想
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
以
外
で
「
活
」
が
語
ら
れ
る
の
は
、
二
章
に
お
け
る
．
「
お
れ
」
の
夢

に
出
て
く
る
場
面
と
、
五
章
で
釣
り
に
飽
き
た
「
お
れ
」
が
景
観
の
良
さ
か
ら

「
活
」
を
連
れ
て
き
た
い
と
思
う
場
面
、
七
草
で
「
う
ら
な
り
」
宅
に
訪
れ
た

際
の
母
親
へ
の
好
感
を
表
す
場
面
、
同
じ
く
七
草
で
萩
野
家
に
下
宿
を
転
じ
た

後
に
「
活
」
か
ら
来
た
手
紙
を
読
む
場
面
で
あ
る
。
だ
が
、
具
体
的
に
「
活
」

が
想
起
さ
れ
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か

ら
、
こ
の
地
で
の
数
々
の
経
験
を
通
し
て
、
「
お
れ
」
の
な
か
で
の
「
清
」
の

意
味
が
変
化
し
て
お
り
、
村
瀬
士
郎
氏
が
い
う
よ
う
に
「
「
お
れ
」
は
活
と
自

、川）

分
と
の
関
係
を
獲
得
し
た
」
こ
と
が
分
か
る
。
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こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
語
り
に
注
目
し
た
い
。

語
り
手
で
あ
る
「
お
れ
」
は
、
帰
京
と
（
活
の
死
）
を
経
た
「
現
在
」
か
ら

「
過
去
」
を
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
実
際
に
は
、
「
二
幸
以
後
」
　
に
お
け
る

「
活
」
に
つ
い
て
の
言
説
も
、
す
べ
て
「
過
去
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
先

ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
「
お
れ
」
が
、
語
る
「
現
在
」
と
語
ら
れ
る
「
過
去
」
に

ほ
と
ん
ど
無
自
覚
で
あ
る
た
め
転
読
者
は
「
二
章
以
後
」
を
現
在
進
行
の

物
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ん
で
し
ま
う
。
加
え
て
、
語
ら
れ
る
物
語
の
時
点

で
は
ま
だ
「
清
」
は
生
き
て
お
り
、
語
る
「
過
去
」
の
時
間
で
語
っ
て
い
る

「
お
れ
」
も
そ
の
意
識
で
あ
る
た
め
に
、
「
お
れ
」
と
同
化
し
て
い
る
読
者
は
、

「
（
清
は
－
山
下
注
）
車
へ
乗
り
込
ん
だ
お
れ
の
顔
を
梶
と
見
て
「
も
う
御
別

れ
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
存
分
御
機
嫌
や
う
」
と
小
さ
な
声
で
云
っ
た
。

目
に
涙
が
一
杯
た
ま
っ
て
居
る
。
」
　
（
二
　
や
、
「
汽
車
が
余
っ
程
動
き
出
し
て

か
ら
、
も
う
大
丈
夫
だ
ら
う
と
思
っ
て
、
窓
か
ら
首
を
出
し
て
、
振
り
向
い
た

ら
、
矢
っ
張
り
立
っ
て
居
た
。
何
だ
か
大
変
小
さ
く
見
え
た
。
」
　
（
同
）
　
に
垣

間
見
た
（
活
の
死
）
が
薄
ら
ぐ
の
で
あ
る
。

（ほ）

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
菅
聡
子
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。

「
お
れ
」
の
語
り
の
な
か
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
活
の

死
と
い
う
情
報
を
携
え
て
（
再
読
）
に
向
か
う
読
者
は
、
初
読
の
読
者
と

は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
「
お
れ
」
　
の
語
り
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
活
の

死
を
示
唆
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
ー
　
た
と
え
ば
「
此
三
円
は
何
に
使
っ
た
か

忘
れ
て
仕
舞
っ
た
。
今
に
返
す
よ
と
云
っ
た
ぎ
り
、
帰
さ
な
い
。
今
と
な

っ
て
は
十
倍
に
し
て
帰
し
て
や
り
た
く
て
も
帰
せ
な
い
」
　
－
　
に
反
応
す

る
こ
と
に
な
る
。
（
活
の
死
）
と
い
う
事
実
な
し
に
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を

さ
き
に
ふ
れ
た
未
読
の
読
者
へ
向
け
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
　
（
「
新
潮
文

庫
1
0
0
冊
（
9
9
）
」
に
掲
載
さ
れ
た
紹
介
文
－
山
下
注
）
と

や
ん
J
研
究
の
言
説
と
の
間
に
落
差
が
生
ま
れ
る
最
大
の
要
因
は
、
テ
ク

ス
ト
の
最
後
の
部
分
で
与
え
ら
れ
る
情
報
、
す
な
わ
ち
（
清
の
死
）
と
い

う
情
報
の
有
無
に
あ
る
。
確
か
に
「
こ
に
お
い
て
、
す
で
に
清
の
死
は

再
読
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

菅
氏
は
、
（
活
の
死
）
の
薄
ら
ぎ
を
、
初
読
と
再
読
で
の
相
違
と
し
て
述
べ

て
い
る
。
こ
の
見
解
に
は
、
再
読
の
場
合
に
お
い
て
も
読
者
が
意
識
的
で
な
け
一

れ
ば
（
活
の
死
）
を
忘
れ
る
瞬
間
が
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
（
清
　
封

の
死
）
を
読
み
の
分
岐
点
と
す
る
見
解
は
蓑
で
あ
る
。
　
　
　
　
－

三
　
一
人
称
回
想
と
作
家
の
意
識

と
こ
ろ
で
、
私
は
後
期
漱
石
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
回
想
形
式
に
つ
い
て
、
以

前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
写
生
文
の
要
素
と
し
て
漱
石
が
志
向
す
る
「
客
観
」

が
、
回
想
形
式
に
う
か
が
え
る
語
り
手
と
語
ら
れ
る
対
象
と
の
　
「
距
離
」
　
に
見

ハ

D

U

出
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
漱
石
は
、
「
文
章
一
口
話
」

（
明
治
三
十
九
年
十
一
月
、
r
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
）
　
や
「
写
生
文
」
　
（
明
治
四
十
年

一
月
二
十
日
付
r
読
売
新
聞
」
）
　
な
ど
で
自
己
の
写
生
文
論
を
明
ら
か
に
し
て

い
き
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
つ
つ
自
己
の
写
生
文
を
浅
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
写



生
文
論
を
そ
の
ま
ま
明
垣
二
十
九
年
四
月
発
表
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
直
接
結

び
つ
け
る
の
は
執
筆
時
期
の
点
か
ら
見
て
少
し
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆
を
経
て
そ
れ
ら
の
見
解
に
到
達
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

今
少
し
そ
の
間
を
追
っ
て
み
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆
に
近
い
時
間
で
の
漱
石
の
見
解
と
し
て
は
、
ま
ず
次

の
「
文
学
談
」
（
明
垣
二
十
九
年
九
月
、
「
文
芸
界
J
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

作
者
が
作
中
の
人
物
を
主
観
的
に
書
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
良
否
は
俄
に

言
ひ
難
い
こ
と
だ
が
ま
づ
く
や
る
と
、
出
来
上
っ
て
見
て
何
う
も
厭
味
な

し
か
し
、
漱
石
が
「
文
学
談
」
で
示
す
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、

∴
H

「
文
学
は
好
悪
を
あ
ら
は
す
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
普
通
の
小
説
の
如

き
好
悪
が
道
徳
に
捗
っ
て
ゐ
る
場
合
に
は
是
非
共
道
徳
上
の
好
悪
が
作
中
に
あ

ら
は
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ん
」
、
そ
の
意
味
で
「
文
学
は
矢
張
り
一
種
の
勧

善
懲
悪
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

人
生
観
と
云
つ
た
と
て
、
そ
ん
な
む
づ
か
し
い
も
の
ぢ
や
な
い
。
手
近

な
話
が
、
頭
月
コ
の
っ
刊
の
明
朝
」
男
旬
日
4
月
刃
物
咄
瑚
月
割
増
刷

愛
す
べ
く
、
同
情
を
表
す
べ
き
価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、

単
純
過
ぎ

も
の
に
な
っ
て
仕
舞
ふ
事
が
あ
る
よ
う
に
考
へ
ま
す
。
僕
は
大
抵
第
三
者

て
経
験
が
乏
し
過
ぎ

て
現
今
の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に

の
地
位
に
立
っ
て
、
客
観
的
に
人
物
を
観
察
す
る
気
で
書
き
ま
す
が
、
此

方
が
書
き
よ
く
も
あ
り
、
万
一
出
来
損
な
っ
て
も
厭
味
が
な
い
丈
良
い
や

う
に
恩
ほ
れ
ま
す
。
例
へ
ば
芝
居
を
見
る
や
う
な
も
の
で
、
芝
居
を
や
っ

て
ゐ
る
役
者
に
な
っ
て
書
い
て
も
委
し
い
こ
と
が
書
け
や
う
し
、
又
見
物

の
地
位
に
立
っ
て
も
其
光
景
を
写
し
出
す
こ
と
は
出
来
る
が
、
何
方
が
す

く
い
人
だ
な
と
読
者
が
感
じ
て
合
点
し
さ
へ
す
れ
ば
、

そ
れ
で
作
者
の
人

世
観
が
読
者
に
徹
し
た
と
云
ふ
て
よ
い
の
で
す
。
尤
も
是
程
な
事
は
誰
に

で
も
分
っ
て
る
か
も
知
れ
ん
。
つ
ま
ら
ぬ
人
世
観
で
あ
る
。
然
し
人
が
利

口
に
な
り
た
が
っ
て
、
複
雑
な
方
ば
か
り
を
よ
い
人
と
考
へ
る
今
日
に
、
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普
通
の
人
の
よ
い
と
思
ふ
人
物
と
正
反
対
の
人
を
写
し
て
、

こ
、
に
も
注

き
か
と
云
へ
ば
、

見
物
に
な
っ
て
、
客
観
的
に
書
い
た
方
が
、
ヰ
ジ
ユ

意
し
て
見
よ
、
諸
君
が
現
実
世
界
に
在
っ
て
鼻
の
先
で
あ
し
ら
つ

ア
ラ
イ
ズ
す
る
方
か
ら
云
ふ
と
造
か
に
よ
く
写
し
出
せ
る
と
思
ひ
ま
す
。

こ
こ
で
漱
石
は
、
「
大
抵
第
三
者
の
地
位
に
立
っ
て
、
客
観
的
に
人
物
を
観

察
す
る
気
で
書
」
く
、
そ
の
理
由
を
、
「
客
観
的
に
書
い
た
方
が
、
ギ
ジ
ユ
ア

ラ
イ
ズ
す
る
方
か
ら
云
ふ
と
邁
か
に
よ
く
写
し
出
せ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ

の
時
期
す
で
に
漱
石
が
「
客
観
」
に
対
し
て
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
よ
う
。

様
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
も
中
々
尊
む
べ
き
美
質
が
あ
る
で
は

な
い
か
、
君
等

の
着
眼
点
は
あ
ま
り
に
偏
頗
で
は
な
い
か
、

と
注
意
し
て
読
者
が
成
程
と

同
意
す
る
様
に
か
き
こ
な
し
て
あ
る
な
ら
ば
、

作
者
は
現
今
普
通
人
の
有

し
て
ゐ
る
人
生
観
を
少
し
で
も
影
響
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
然
も
そ
の
人

生
観
が
間
違
っ
て
居
ら
ぬ
と
作
者
の
見
識
で
判
断
し
得
た
と
き
、
作
者
は

幾
分
で
も
文
学
を
以
て
世
道
人
心
に
稗
益
し
た
の
で
あ
る
。
勧
善
懲
悪
主



義
を
文
学
上
に
発
揮
し
得
た
の
で
あ
る
。
　
　
（
圏
点
は
本
文
に
よ
る
。
）

前
半
の
傍
線
部
か
ら
、
漱
石
が
「
坊
ち
ゃ
ん
と
い
ふ
人
物
は
或
点
ま
で
は
愛

す
べ
く
、
同
情
を
表
す
べ
き
価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
単
純
過
ぎ
て
経
験

が
乏
し
過
ぎ
て
現
今
の
様
な
複
雑
な
社
会
に
は
円
満
に
生
存
し
に
く
い
人
だ

な
」
と
「
読
者
が
感
じ
て
合
点
」
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。
そ
れ
は
、
漱
石
自
身
が
そ
の
よ
う
に
意
図
し
て
、
「
坊
ち
ゃ
ん
と
い
ふ

人
物
」
あ
る
い
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
書
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
後
半
の
傍
線
部
に
あ
る
「
こ
、
に
も
注
意
し
て
見
よ
、
諸
君
が
現
実
世

界
に
在
っ
て
鼻
の
先
で
あ
し
ら
っ
て
居
る
様
な
坊
っ
ち
ゃ
ん
に
も
中
々
尊
む
べ

き
美
質
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
君
等
の
着
眼
点
は
あ
ま
り
に
偏
頗
で
は
な
い
か
」

と
い
う
語
り
か
け
は
、
作
家
漱
石
か
ら
読
者
へ
の
そ
れ
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
き
、
右
に
見
た
二
つ
の
見
解
が
実
は
相
反
す
る
こ
と

に
気
が
付
く
。
つ
ま
り
、
「
作
者
の
人
生
観
（
＝
勧
善
懲
悪
）
」
を
表
す
こ
と

は
作
家
の
「
主
観
」
を
表
す
こ
と
で
あ
り
、
「
ヰ
ジ
ユ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
方
か
ら

云
ふ
と
造
か
に
よ
く
写
し
出
せ
る
」
と
し
て
重
視
し
て
い
た
「
客
観
」
と
は
か

け
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
志
向
す
る
「
客
観
」
を
実
現
し

よ
う
と
し
て
も
、
一
人
称
回
想
に
よ
る
語
り
に
お
い
て
は
そ
れ
は
困
難
で
あ

る
。
ま
し
て
、
主
観
的
な
「
作
者
の
人
生
観
」
を
も
表
す
と
い
う
意
図
が
そ
こ

に
加
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
漱
石
が
「
客
観
」
と
「
主
観
」

を
意
識
し
な
が
ら
も
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆
時
に
は
探
く
追
求
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二
幸
以
後
」
と

で
の
語
り
の
位
相
と
し
て
表
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
第
一
章
と
末
尾
」
　
に
お
い
て
は
　
「
お
れ
」
が
「
客
観
的
」
　
に
語
ら
れ
る
た
め

に
「
笑
い
」
と
い
う
異
化
作
用
が
生
じ
、
「
二
章
以
後
」
で
は
「
主
観
的
」
　
に

語
ら
れ
る
た
め
に
共
感
と
い
う
同
化
作
用
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
文
学
談
」
　
に
は
、
漱
石
の
　
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
執
筆
時
の
意
識
が
幾
分
か
表

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
発
表
直
後
に
読
評
の
礼

と
し
て
出
さ
れ
た
「
大
谷
続
石
宛
書
簡
」
　
（
明
治
三
十
九
年
四
月
四
日
）
　
に
あ

る
、
「
僕
は
教
育
者
と
し
て
適
任
と
見
倣
さ
る
・
狸
や
赤
シ
や
ツ
よ
り
も
不
通

任
な
る
山
嵐
や
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
愛
し
候
。
大
兄
も
御
同
感
と
存
候
。
」
と
も
つ

な
が
る
も
の
で
も
あ
る
。

四
　
（
拡
大
鏡
）
と
し
て
の
　
「
文
学
論
」

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
　
に
お
け
る
「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二
幸
以
後
」
　
で
の
語

り
の
位
相
は
、
「
文
学
談
」
　
で
漱
石
が
示
し
た
「
客
観
」
と
　
「
作
家
の
人
生

観
」
＝
「
主
観
」
と
の
併
存
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
語
る
「
現
在
」

か
ら
の
一
貫
し
た
回
想
と
い
う
点
で
は
失
敗
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
の
状
況

は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
同
じ
一
人
称
回
想
形
式
を
探
る
「
坑
夫
」
　
（
明
治
四

l

1

5

リ

十
一
年
一
月
～
四
月
）
　
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
確
か
に
、
「
現
実
の
事

件
は
済
ん
で
、
そ
れ
を
後
か
ら
回
顧
し
、
何
年
か
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
書
い

て
る
体
と
な
っ
て
ゐ
る
。
」
、
「
昔
の
こ
と
を
回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。

そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。
善
い
所
も
悪
い
所
も
同
じ
や
う
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な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
。
」
（
漱
石
「
r
坑
夫
」
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の

交
渉
」
、
明
治
四
十
一
年
四
月
、
r
文
章
世
界
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
坑
夫
」

で
の
回
想
形
式
に
関
し
て
ほ
ど
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
い
て
も
漱
石
が
意
識

的
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漱
石
は
「
坑
夫
」
に
お
い
て
回
想
と
い
う
手
法
に
自

覚
的
で
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
手
が
か
り
と

な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
両
テ
ク
ス
ト
の
問
に
書
か
れ
た
「
文
学
論
」
（
明
治

四
十
年
五
月
、
大
倉
書
店
）
　
で
あ
る
。

「
文
学
論
」
第
四
編
に
、
「
間
隔
論
」
と
謁
さ
れ
た
章
が
存
す
る
。
そ
の
具

体
的
展
開
に
捺
し
、
漱
石
は
「
窟
中
の
人
物
の
読
者
に
対
す
る
位
地
の
遠
近
を

論
ず
る
も
の
と
す
。
」
と
規
定
し
、
作
中
人
物
と
読
者
と
の
距
離
、
す
な
わ
ち

作
中
人
物
が
読
者
に
対
し
て
異
化
も
し
く
は
同
化
を
伴
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
「
千
里
を
隔
て
、
百
年
を
隔
て
、
、
故
紙
上

に
之
を
読
む
何
等
の
興
味
な
し
。
時
間
も
し
く
は
空
間
の
隔
り
を
払
っ
て
之
を

現
代
に
移
す
か
、
又
は
自
国
に
運
び
来
る
か
に
因
り
て
幾
分
の
活
気
を
添
ふ
。
」

と
、
作
中
人
物
と
読
者
と
の
時
間
的
、
空
間
的
な
「
間
隔
」
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
漱
石
は
、
歴
史
的
「
間
隔
」
に
つ
い
て
は
「
此
他
（
「
歴
史
的
現
在
の

叙
述
」
－
山
下
注
）
に
時
間
を
短
縮
し
得
る
の
良
策
あ
る
や
否
や
は
末
だ
考
へ

ず
。
」
と
し
て
い
る
が
、
空
間
的
「
間
隔
」
に
つ
い
て
は
多
く
の
言
を
費
や
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
空
間
的
「
間
隔
」
に
対
し
て
、
「
共
著
者
と
吾
人
読
者

と
は
亦
〓
疋
の
間
隔
に
立
つ
が
故
に
、
吾
人
と
篇
中
の
人
物
と
の
間
に
は
二
重

の
距
経
を
控
へ
た
る
」
と
、
（
作
中
人
物
－
作
者
－
読
者
）
の
図
式
を
想
定
す

る
。
作
品
内
容
や
作
中
人
物
を
読
者
に
紹
介
す
る
の
が
作
者
で
あ
る
、
と
い
う

認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
を
通
じ
て
作
中
人
物
を
知
る
の
は
弊
害
が
あ
る

と
し
て
、
「
著
者
の
影
を
隠
し
て
、
読
者
と
篇
中
の
人
物
と
を
し
て
当
面
に
対

坐
せ
し
む
る
」
、
す
な
わ
ち
作
者
の
立
場
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。
そ
の
論

旨
を
追
う
。之

を
成
就
す
る
に
二
法
あ
り
。

読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、
両

者
を
同
立
脚
地
に
置
く
は
其
一
法
な
り
。
此
時
に
当
っ
て
読
者
の
目
は
著

者
の
目
と
合
し
、
其
耳
亦
著
者
の
耳
と
化
す
る
が
故
に
、
か
れ
の
存
在
は

重
も
わ
が
聡
明
を
妨
ぐ
る
に
足
ら
ず
し
て
、
二
重
の
間
隔
は
短
縮
し
て
其

半
ば
を
減
ず
る
に
至
る
。

或
は
読
者
を
著
者
の
傍
ら
に
引
く
に
代
ふ
る
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に
、
著
者
白
か
ら
動
い
て
篇
中
の
人
物
と
融
化
し
、
竜
も
其
介
在
し
て
独

存
す
る
の
痕
跡
を
留
め
ざ
る
が
如
き
手
段
を
用
ふ
。
此
時
に
当
っ
て
共
著

者
は
篇
中
の
主
人
公
た
り
、
若
し
く
は
副
主
人
公
な
り
、
も
し
く
は
篇
中

の
空
気
を
呼
吸
し
て
生
息
す
る
一
員
た
り
。
従
っ
て
読
者
は
第
三
者
な
る

作
家
の
指
揮
干
渉
を
受
け
ず
し
て
、
作
物
と
直
接
に
感
触
す
る
の
便
宜
を

有
す
。

ま
ず
漱
石
は
、
作
家
の
立
場
と
し
て
、
「
読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、

両
者
を
同
立
脚
地
に
置
く
」
場
合
と
、
「
或
は
読
者
を
著
者
の
傍
ら
に
引
く
に

代
ふ
る
に
、
著
者
白
か
ら
動
い
て
篇
中
の
人
物
と
融
化
し
、
竃
も
其
介
在
し
て

独
存
す
る
の
痕
跡
を
留
め
ざ
る
が
如
き
手
段
を
用
ふ
」
場
合
と
い
う
二
つ
を
設



定
す
る
。
そ
し
て
、
「
此
二
方
法
は
実
に
作
家
の
作
物
に
対
す
る
二
大
態
度
を

示
す
」
と
し
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
法
を
用
ゐ
た
る
作
物
を
批
評
的
作
物
と
名
づ
け
て
第
二
法
に
遵
ふ

も
の
を
同
情
的
作
物
と
し
以
て
一
切
の
小
説
類
を
二
大
別
す
る
を
得
べ
き

方
法
た
れ
ば
な
り
。
批
評
的
作
物
と
は
作
家
篇
中
の
人
物
と
〓
疋
の
間
隔

を
保
っ
て
批
判
的
眼
光
を
以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述
し
て
成
る
を
云
ふ
。

此
方
法
に
よ
り
て
成
功
せ
ん
と
せ
ば
作
家
自
か
ら
に
偉
大
な
る
強
烈
な
る

人
格
あ
り
て
其
見
識
と
判
断
と
観
察
と
を
読
者
の
上
に
放
射
し
、
彼
等
を

し
て
一
言
の
不
平
な
く
作
家
の
前
に
叩
頭
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
中

略
）
　
同
情
的
作
物
と
は
作
者
の
自
我
を
主
張
せ
ざ
る
の
作
物
を
云
ふ
。
た

と
ひ
自
我
を
主
張
す
る
も
忌
中
の
人
物
を
離
れ
て
、
主
張
す
べ
き
自
我
な

き
を
言
ふ
。
換
言
す
れ
ば
両
者
の
間
に
間
隔
の
認
む
べ
き
な
く
し
て
、
同

情
の
極
油
然
と
し
て
一
所
に
渾
化
せ
る
を
云
ふ
。
此
方
法
に
よ
り
て
成
功

せ
ん
為
め
に
は
作
家
必
ず
し
も
篇
中
人
物
の
行
為
動
作
を
批
判
し
好
悪
す

る
の
見
識
と
趣
味
と
を
要
せ
ず
、
第
三
者
の
位
地
に
超
然
と
し
て
公
平
な

る
判
官
の
態
度
を
嗜
好
の
上
に
維
持
す
る
を
須
ひ
ず
。
ロ
バ
篇
中
の
人
物
と

盲
動
す
れ
ば
足
る
。

漱
石
は
、
先
に
示
し
た
二
つ
の
態
度
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
批
評
的
作
物
」
「
同

情
的
作
物
」
と
名
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
　
「
作
家
話
中
の
人
物
と
一

定
の
間
隔
を
保
っ
て
批
判
的
眼
光
を
以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述
し
て
成
る
」
、

後
者
は
「
両
者
の
間
に
間
隔
の
認
む
べ
き
な
く
し
て
、
同
情
の
極
油
然
と
し
て

一
所
に
渾
化
せ
る
」
と
、
そ
の
性
質
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た

後
、
「
形
式
的
間
隔
論
を
な
さ
ん
が
為
め
に
挙
げ
た
る
二
方
法
は
是
に
於
て
か

逆
行
し
て
作
家
の
態
度
と
な
り
、
心
的
状
況
と
な
り
、
主
義
と
な
り
、
人
生
観

と
な
り
、
発
し
て
小
説
の
二
大
区
別
と
な
る
。
」
と
ま
と
め
て
い
る
。

漱
石
が
作
家
の
立
場
と
し
て
考
察
し
た
の
は
、
「
読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き

つ
け
て
、
両
者
を
同
立
脚
地
に
置
く
」
　
「
批
評
的
作
物
」
と
、
「
或
は
読
者
を

著
者
の
傍
ら
に
引
く
に
代
ふ
る
に
、
著
者
白
か
ら
動
い
て
篇
中
の
人
物
と
融
化

し
、
重
も
其
介
在
し
て
独
存
す
る
の
痕
跡
を
留
め
ざ
る
が
如
き
手
段
を
用
ふ
」

「
同
情
的
作
物
」
　
の
二
つ
で
あ
っ
た
。
「
批
評
的
作
物
」
　
の
場
合
は
、
作
家
自

身
が
批
判
的
で
あ
る
た
め
に
読
者
も
作
中
人
物
に
対
し
て
批
評
的
に
な
午
反
一

対
に
「
同
情
的
作
物
」
で
は
、
作
中
人
物
と
「
融
化
」
し
た
作
家
を
通
し
て
作
　
お

中
人
物
を
把
握
す
る
た
め
に
同
情
的
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
方
－

法
は
、
「
作
家
の
態
度
」
「
（
作
家
の
）
心
的
状
況
」
「
（
作
家
の
）
主
義
」
「
（
作

家
の
）
人
生
観
」
に
な
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
「
間
隔
論
」
で
示
さ
れ
た
の
は
、
「
批
評
的
作
物
」
「
同
情
的
作
物
」

の
二
つ
の
方
法
が
、
「
作
家
の
態
度
」
　
「
（
作
家
の
）
心
的
状
況
」
　
「
（
作
家
の
）

主
義
」
　
「
（
作
家
の
）
　
人
生
観
」
と
い
う
作
家
の
立
場
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
認
識
で
あ
る
。
特
に
、
「
作
家
の
態
度
」
「
（
作
家
の
）
心
的
状
況
」
「
（
作
家

の
）
主
義
」
「
（
作
家
の
）
人
生
観
」
と
い
っ
た
言
説
が
「
写
生
文
」
や
「
文

学
談
」
　
に
も
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
見
解
が
彼
が
写
生
文
の
要
素
と
し
て
重
視

し
た
「
客
観
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
間
隔
論
」



（16）

が
漱
石
の
写
生
文
実
現
の
た
め
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

内
田
氏
も
こ
の
「
問
聖
巴
に
触
れ
て
、
「
「
批
鞘
的
作
物
」
の
概
念
が

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
人
間
批
判
者
と
し
て
の
「
猫
の
眼
」
の
設
定
に
マ
ッ

チ
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
こ
こ
で
言
う
「
同
情
的
作
物
」

に
最
も
適
合
し
た
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
し
つ
つ
、
次
の
よ
う

（け）

に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
二
郎
は
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
お
け
る
仕
組
み
を
説
明
す
る
意
図
で

書
か
れ
た
か
と

思
わ
れ
る
程
こ
の
作
品
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
r
文

学
論
」
が
出
版
さ
れ
る
の
が
明
治
四
十
年
五
月
で
、
そ
の
原
稿
整
理
が
三

十
九
年
秋
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
「
間
隔
論
」
の
部
分
は
、
漱
石
が
加

筆
を
大
幅
に
行
な
っ
た
部
分
の
一
部
に
当
た
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
引
例

際
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
J

は
漱
石
の
念
頭
の
少
な
く
と
も
一
部
に
は
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
の
点
を
拡
大
し
て
言
え
ば
、
こ
の
〓
即
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

の
主
人
公
の
性
格
規
定
に
も
符
合
す
る
一
面
を
持
っ
て
い
る
。

内
田
氏
が
言
う
よ
う
に
、
漱
石
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら

「
間
隔
論
」
を
書
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
漱
石
は
同
時
期
に

「
文
学
談
」
も
表
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
客
観
」
と
「
作
者
の
人
生
観
」
の

二
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
い
て
そ
の
二
つ
が

併
存
し
て
い
る
た
め
に
語
り
の
位
相
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
方
の

「
同
情
的
作
物
」
の
み
を
重
視
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
「
間
隔
論
」

中
の
も
う
一
つ
の
要
素
で
あ
る
「
批
評
的
作
物
」
に
つ
い
て
、
内
田
氏
は
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
に
類
似
点
を
見
出
し
て
い
る
が
、
先
ほ
ど
触
れ
た
「
r
坑
夫
」

の
作
意
と
自
然
派
伝
記
派
の
交
渉
」
と
の
連
関
の
方
が
強
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
「
文
章
一
口
話
」
や
「
写
生
文
」
と
い
っ
た
漱
石
の
写
生
文
論
が
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
文
学
論
」
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
「
客
観
」
と
「
作
者
の
人
生
観
」
を
「
文
学
談
」

で
示
し
、
そ
れ
を
自
己
の
写
生
文
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
が
故
に
、
「
文
章
一

口
話
」
「
写
生
文
」
な
ど
を
著
し
、
ま
た
一
方
で
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
批
判
的

に
「
間
隔
論
」
で
整
理
し
た
上
で
、
「
坑
夫
」
　
へ
と
つ
な
げ
て
い
っ
た
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
経
た
こ
と
で
、
自
己
の
写
生
文
論

を
深
め
ら
れ
、
「
坑
夫
」
に
お
い
て
方
法
に
自
覚
的
で
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ

、
つ
0

お
わ
り
に

「
明
る
さ
と
暗
さ
と
い
う
二
重
性
」
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
存
在
す
る
、

「
第
一
章
と
末
尾
」
と
「
二
幸
以
後
」
と
の
語
り
の
位
相
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
読
者
の
「
お
れ
」
　
へ
の
異
化
作
用
と
同
化
作
用
と
を
誘
い
、
笑
い
の

二
重
性
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
語
り
の
位
相
は
、
「
明
る
さ

と
暗
さ
と
い
う
二
重
性
」
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
人
物
す
な
わ
ち
「
活
」
に
も
関

連
し
、
「
二
幸
以
後
」
の
「
清
」
と
の
関
係
を
現
在
進
行
形
の
よ
う
に
語
る

「
お
れ
」
に
読
者
を
同
化
さ
せ
、
「
第
一
章
と
末
尾
」
に
垣
間
見
た
（
清
の
死
）

を
希
薄
化
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
明
る
さ
」
と
「
暗
さ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
に
偏
る
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読
み
が
提
示
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
無
意
識
に
採
ら
れ
た
一
人
称
回
想
と
い
う
方
法

は
、
「
文
学
談
」
に
お
い
て
漱
石
が
い
う
「
客
観
」
と
「
作
家
の
人
生
観
」
＝

「
主
観
」
の
現
れ
で
あ
り
、
「
文
章
一
口
話
」
や
「
写
生
文
」
と
い
っ
た
写
生

文
論
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
ま
た
同
時
に
、
「
文
学
論
」
中
の
「
間
隔
論
」
に

あ
る
「
批
評
的
作
物
」
と
「
同
情
的
作
物
」
と
し
て
整
理
、
再
認
識
さ
れ
、
そ

の
応
用
が
「
坑
夫
」
で
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
は
、
写
生
文
の
実
践
に
お
い
て
常
に
「
客
観
」
を
重
視
し
て
い
た
。
し

か
し
・
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
い
て
は
、
「
客
観
」
と
相
反
す
る
「
主
観
」
も

う
か
が
え
る
。
「
主
観
」
を
免
れ
な
い
一
人
称
回
想
に
お
い
て
「
客
観
」
を
実

現
す
る
の
は
困
難
で
あ
㌔
そ
の
区
別
が
不
十
分
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
「
坑
夫
」
へ
至
る
時
期
の
漱
石
に
は
、
「
主
観
」
の
要
素
を
含
ん
だ
大
括

（19）

り
と
し
て
の
「
客
観
」
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、
漱
石
が
写
生
文
へ
の
見
解
を
深
め
て

い
く
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
T
）
平
岡
敏
夫
「
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
試
論
　
1
－
小
日
向
の
養
源
寺
－
」
（
昭
和
四
十
六
年
一

月
、
r
文
学
」
。
「
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
世
里
人
平
成
四
年
一
月
、
塙
書
房
）
所
収
）

（
2
）
同
時
代
の
論
究
で
は
、
「
お
れ
」
を
「
さ
わ
や
か
な
直
情
径
行
型
の
行
動
人
」
と
説
く

相
原
和
邦
氏
「
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
論
」
」
（
初
出
昭
和
四
十
八
年
二
月
、
百
本
文
学
」
。

r
漱
石
文
学
の
研
究
し
（
昭
和
六
十
三
年
二
月
、
明
治
書
院
）
に
所
収
）
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
し
か
し
、
相
原
氏
の
見
解
は
、
「
明
る
さ
」
を
重
視
す
る
立
場
に
留
ま
っ
て
い

な
い
。

（
3
）
有
光
隆
司
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
構
造
　
悲
劇
の
方
法
に
つ
い
て
」
（
初
出
昭
和
五
十

七
年
八
月
、
r
国
語
と
国
文
学
」
。
r
夏
目
漱
石
Ⅲ
・
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
」
（
昭

和
六
十
年
七
月
、
有
精
堂
）
所
収
）

（
4
）
内
田
道
雄
「
諷
語
と
笑
い
と
　
I
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
」
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
、

r
国
文
学
」
）

（
5
）
小
森
陽
l
　
「
表
裏
の
あ
る
言
葉
－
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
お
け
る
（
語
り
）
の
構
造

－
（
上
）
　
〒
）
」
（
初
出
昭
和
五
十
八
年
三
月
、
四
月
、
r
日
本
文
学
」
。
r
構
造
と
し

て
の
語
り
」
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
、
新
曜
杜
）
所
収
）

（
6
）
こ
こ
で
い
う
「
異
化
作
用
と
同
化
作
用
」
は
、
読
者
の
文
学
テ
ク
ス
ト
中
の
人
物
と

の
距
牡
（
重
な
り
の
度
合
い
）
の
意
味
で
用
い
る
。
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
で

い
う
と
こ
ろ
の
「
異
化
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
7
）
ミ
パ
イ
ル
・
パ
フ
ナ
ン
は
、
r
叙
事
詩
と
長
編
小
説
l
l
l
l
小
説
研
究
の
方
法
論
に
つ
い

て
」
（
初
出
1
9
4
1
年
。
引
用
は
r
ミ
パ
イ
ル
六
フ
ナ
ン
著
作
集
7
　
叙
事
詩
と

小
説
」
（
昭
和
五
十
七
年
二
月
、
川
端
香
男
里
／
伊
東
一
郎
／
佐
々
木
寛
訳
、
新
時
代

社
）
に
拠
る
）
に
お
い
て
、
「
笑
い
は
対
象
を
不
作
法
な
接
触
の
領
域
に
導
き
入
れ
る

が
、
そ
こ
で
は
そ
の
対
象
を
四
方
八
方
か
ら
無
遠
慮
に
触
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
、

引
っ
く
り
返
し
、
裏
返
し
に
し
、
上
や
下
か
ら
の
ぞ
き
、
そ
の
外
枝
を
破
り
、
輿
を

の
ぞ
き
こ
み
、
疑
い
、
分
解
し
、
分
割
し
、
む
き
出
し
に
し
、
暴
露
し
、
思
い
の
ま

ま
に
探
求
し
、
実
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
。
ま
た
こ
れ
に
関
し
て
、
桑
野

隆
氏
は
r
パ
フ
ナ
ン
　
（
対
話
）
そ
し
て
（
解
放
の
笑
い
V
L
（
昭
和
六
十
二
年
一
月
、

岩
波
書
店
）
の
中
で
、
「
（
笑
い
）
に
よ
る
世
界
の
異
化
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
8
）
厳
密
に
言
う
と
、
テ
ク
ス
ト
は
一
人
称
回
想
形
式
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
迫

は
「
第
一
章
と
末
尾
」
で
も
「
お
れ
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
活
」
の
発
言
や
行
動
が
直
接
的
に
語
ら
れ
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て
お
り
、
「
二
車
以
降
」
の
よ
う
な
単
に
回
想
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
と

は
区
別
で
き
よ
う
。

（
9
）
注
3
参
照
。

（
柑
）
村
瀬
士
郎
「
r
世
の
中
」
の
実
験
　
－
r
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
論
⊥
（
昭
和
六
十
二
年
九

月
、
「
国
語
国
文
研
究
」
第
七
十
八
号
）

（
‖
）
　
テ
ク
ス
ト
に
は
、
「
（
前
略
）
な
ま
じ
い
、
お
れ
の
い
う
通
に
な
っ
た
の
で
と
う
〈

大
変
な
事
に
な
っ
て
仕
舞
っ
た
。
夫
は
あ
と
か
ら
話
す
が
、
（
後
略
）
」
（
六
）
と
い
う
、

語
り
手
で
あ
る
「
お
れ
」
が
語
る
「
現
在
」
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
あ

る
。

（
ほ
）
菅
聡
子
「
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
（
読
む
こ
と
）
」
（
平
成
十
一
年
十
月
、
「
漱
石
研
究
」

第
十
二
号
、
翰
林
重
罪
）

（
ほ
）
拙
稿
「
「
回
想
」
と
「
写
生
文
J
　
－
後
期
漱
石
文
学
試
論
⊥
（
平
成
十
年
十
二
月
、

r
近
代
文
学
試
論
」
第
三
十
六
号
）
。
ま
た
、
漱
石
が
「
客
観
」
に
つ
い
て
意
識
的
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
「
写
生
文
」
や
、
「
客
観
描
写
と
印
象
描
写
」
（
明
治
四
十
三
年
二
月

一
日
付
「
東
京
朝
日
新
聞
」
）
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
。
前
掲
の
拙
稿
、
並
び
に
「
漱

石
の
写
生
文
と
同
時
代
　
－
虚
子
と
自
然
主
義
、
そ
の
様
相
－
」
（
平
成
十
一
年
十
二

月
、
r
近
代
文
学
試
論
J
第
三
十
七
号
）
参
照
。

（
1
4
）
前
後
に
特
定
の
作
品
を
指
す
言
説
が
う
か
が
え
な
い
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
小
説
と

と
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
森
陽
一
r
出
来
事
と
し
て
の
読
む
こ
と
二
平
成
八
年
三
月
、

東
京
大
学
出
版
会
）
　
に
詳
し
い
。
小
森
氏
は
、
「
r
坑
夫
」
の
作
意
と
自
然
派
伝
記
派

の
交
渉
」
に
見
ら
れ
る
作
者
の
意
図
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
説
く
。
拙
稿
「
「
回
想
」

と
r
写
生
文
」
・
l
・
後
期
漱
石
文
学
試
論
⊥
（
前
掲
注
1
3
）
で
も
扱
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
佐
藤
泰
正
「
初
期
漱
石
に
お
け
る
（
語
り
）
の
問
題
　
－
方
法
と
し
て
の
（
余
）
を

軸
と
し
て
－
」
　
（
平
成
三
年
十
一
月
、
r
日
本
文
学
研
究
J
第
二
十
七
号
）
も
、
写
生

文
と
「
間
隔
論
」
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
だ
が
、
佐
藤
氏
は
、
「
自
転
車
日
記
」
や

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
、
「
浸
虚
集
」
な
ど
に
お
け
る
語
り
と
写
生
文
に
つ
い
て
は
論
じ

て
い
る
が
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
と
の
関
わ
り
は
強
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
7
）
注
4
参
照
。

（
1
8
）
注
1
5
参
照
。

（
1
9
）
「
坑
夫
」
前
後
の
漱
石
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漱
石
の
写
生
文
と
同
時
代

虚
子
と
自
疾
董
義
、
そ
の
様
相
－
」
（
前
掲
注
1
3
）
で
述
べ
て
い
る
。

付
記「

坊
っ
ち
ゃ
ん
」
や
「
文
学
声
、
及
び
漱
石
の
評
論
は
、
全
て
「
漱
石
全
集
」
（
平
成
五
年
十

二
月
～
十
一
年
三
月
、
岩
波
書
店
）
　
に
拠
る
。

－
　
や
ま
し
た
：
し
う
せ
い
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－




