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の
〉
と
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
概
念
が
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
が
そ

う
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
書
物
の
中
へ
物
質
的
に
含
ま
れ
る
も
の

ば
か
り
が
そ
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
文
学
作
品
の
紹
介
文

の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
芥
川
文
学
が
今
日
の
位
置
に
あ
る

そ
の
背
景
に
は
、
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
が
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

分
類
家
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
さ
ら
に
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
が
作
者
自
身
に
よ
る
も
の

か
、
他
者
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
が
、
芥
川
自
身
に

よ
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
も
当
然
の
よ
う
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
書
簡
や
エ
ッ
セ
イ

の
よ
う
な
か
た
ち
で
遺
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
が
、
中
に
は
そ
れ
が
小
説
の

形
式
を
採
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
本
稿
で
採
り
あ
げ
る
「
文
放
古
」（『
婦
人

公
論
』
一
九
二
四
年
五
月
）
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
小
説
で
あ
る
。「
文
放
古
」
は
、

芥
川
作
品
の
中
で
も
取
り
立
て
て
目
立
つ
存
在
で
は
な
く
、
基
本
的
に
論
じ
ら

れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
の

１
．
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
文
放
古
」

芥
川
龍
之
介
は
お
よ
そ
十
年
ほ
ど
と
い
う
活
動
期
間
の
短
さ
に
比
し
て
、
今

日
で
も
広
く
そ
の
著
作
が
読
ま
れ
続
け
て
い
る
小
説
家
で
あ
る
。
こ
れ
は
他

の
近
代
作
家
に
較
べ
特
権
的
な
こ
と
だ
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
芥
川
文
学
の

有
名
性
は
必
ず
し
も
芥
川
の
作
品
の
み
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
芥
川
の
人
と
作
品
を
語
る
各
種
様
々
な
言
説

―
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
教

育
現
場
で
使
用
さ
れ
る
国
語
教
科
書
や
こ
う
し
た
研
究
論
文
も
含
ま
れ
る
だ
ろ

う

―
に
よ
っ
て
、
芥
川
文
学
の
価
値
が
創
ら
れ
て
き
た
と
い
う
側
面
は
否
定

で
き
な
い
。

そ
の
よ
う
な
芥
川
文
学
を
外
側
か
ら
形
づ
く
っ
て
き
た
も
の
を
ジ
ェ
ラ
ー

ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
を
借
り
れ
ば
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
（
１
）
。『
ス
イ
ユ
』
の
「
序
論
」
に
は
〈
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
読
者
、

よ
り
一
般
的
に
は
大
衆
に
対
し
、
書
物
と
し
て
提
示
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
も

広
告
す
る
／
し
損
ね
る
小
説

︱ 

芥
川
龍
之
介
「
文
放
古
」
試
論 

︱

大

　

西

　

永

　

昭
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だ
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
が
持
つ
そ
う
し

た
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
性
に
つ
い
て
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
「
文

放
古
」
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
を
利
用

し
た
作
品
創
作
の
方
法
と
そ
の
戦
略
性
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

２
．「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
広
告

「
文
放
古
」
は
、〈
芥
川
龍
之
介
〉
を
名
乗
る
語
り
手
の
〈
わ
た
し
〉
が
〈
日

比
谷
公
園
の
ベ
ン
チ
の
下
〉
で
拾
っ
た
〈
文
放
古
〉
の
全
文
を
引
用
す
る
と
い

う
か
た
ち
で
、〈
あ
た
し
〉
と
自
称
す
る
〈
若
い
女
〉
の
独
白
が
展
開
さ
れ
て

い
く
が
、
前
項
で
述
べ
た
「
六
の
宮
の
姫
君
」
へ
の
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
的
な
言
及

は
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
。

さ
う
云
ふ
人
た
ち
は
ま
だ
好
い
と
し
て
も
、
芥
川
龍
之
介
と
来
た
日
に
は

大
莫
迦
だ
わ
、
あ
な
た
は
『
六
の
宮
の
姫
君
』
つ
て
短
篇
を
読
ん
で
は
い

ら
つ
し
や
ら
な
く
つ
て
？
（
作
者
曰
く
、
京
伝
三
馬
の
伝
統
に
忠
実
な
ら

ん
と
欲
す
る
わ
た
し
は
こ
の
機
会
に
広
告
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。『
六

の
宮
の
姫
君
』
は
短
篇
集
『
春
服
』
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
発
行
書
肆
は

東
京
春
陽
堂
で
あ
る
。）
作
者
は
そ
の
短
篇
の
中
に
意
気
地
の
な
い
お
姫

様
を
罵
つ
て
ゐ
る
の
。
ま
あ
熱
烈
に
意
志
し
な
い
の
は
罪
人
よ
り
も
卑
し

い
と
云
ふ
ら
し
い
の
ね
。
だ
つ
て
自
活
に
縁
の
な
い
教
育
を
受
け
た
あ
た

し
た
ち
は
ど
の
位
熱
烈
に
意
志
し
た
に
し
ろ
、
実
行
す
る
手
段
は
な
い
ん

存
在
自
体
が
無
き
が
ご
と
く
に
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
志
村
有
弘（
２
）

が
〈
こ
の
作
品
は
、「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
論
じ
る
と
き
に
、
有
力
な
資
料
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
読
ま
れ
方
の
来

歴
が
あ
る
。
そ
れ
自
体
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
芥
川
が
自
作
で
あ
る
「
六
の
宮

の
姫
君
」（『
表
現
』
一
九
二
二
年
八
月
）
に
言
及
し
た
自
家
解
説
の
よ
う
に
受

容
さ
れ
て
き
た
「
文
放
古
」
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の

性
格
を
有
し
た
小
説
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か

る
の
は
、「
文
放
古
」
は
作
品
単
体
で
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
小
説

に
附
随
す
る
こ
と
で
意
義
を
見
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の

論
者
が
「
文
放
古
」
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
き
た

と
い
う
こ
と
自
体
が
、
こ
の
小
説
の
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

安
藤
公
美
（
３
）

に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
の
論
究
や
、
櫻
田

俊
子
（
４
）

に
よ
る
古
典
や
他
作
家
の
先
行
作
品
と
の
影
響
関
係
に
着
目
し
た
指
摘
な

ど
、
近
年
、「
文
放
古
」
を
通
常
の
独
立
し
た
一
つ
の
小
説
と
し
て
読
み
の
方

向
性
を
拓
い
て
い
こ
う
と
す
る
先
行
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ

と
は
別
に
こ
の
小
説
が
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
概
念
に
包
括
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
厳
然
た
る
事
実
も
同
時
に
確
認
さ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
六
の
宮

の
姫
君
」
は
「
文
放
古
」
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
作
品
と
し
て
自
立
で
き
る
が
、

「
文
放
古
」
は
「
六
の
宮
の
姫
君
」
無
く
し
て
は
そ
の
作
品
内
容
を
完
結
さ
せ

る
こ
と
の
で
き
な
い
小
説
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ま
さ
に
「
六
の
宮
の
姫
君
」

に
対
す
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
小
説
の
存
在
証
明
な
の
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に
文
学
に
関
す
る
広
告
が
排
さ
れ
た
誌
面
に
お
い
て
、
自
著
の
宣
伝
を
堂
々
と

行
う
手
段
と
し
て
小
説
の
中
に
広
告
を
滑
り
込
ま
せ
る
と
い
う
「
文
放
古
」
の

方
法
は
、
掲
載
誌
の
編
集
方
針
の
裏
を
掻
い
た
戦
略
的
な
表
現
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

で
は
、な
ぜ
「
文
放
古
」
に
お
い
て
広
告
さ
れ
る
作
品
が
「
六
の
宮
の
姫
君
」

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
六
の
宮
の
姫
君
」
は
、
王
朝
物
と
呼
ば
れ
る
『
今
昔

物
語
集
』
を
典
拠
と
し
た
作
品
群
の
掉
尾
を
飾
る
小
説
で
あ
る
。
志
村
有
弘
（
５
）

が

い
う
よ
う
に
〈
作
者
と
し
て
は
、
相
当
な
自
信
作
で
あ
っ
た
〉
ら
し
く
、
ま
た
、

堀
辰
雄
（
６
）
に
よ
っ
て
〈
作
品
の
中
に
漂
つ
た
「
華
や
か
に
し
て
寂
し
い
」
美
し
さ
〉

が
あ
り
、〈
歴
史
小
説
中
最
も
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
歴
史
小

説
中
の
最
高
位
を
占
め
る
べ
き
も
の
〉
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
有
名

で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
対
す
る
批
判
が
ま
っ
た
く
無
い
わ
け

で
は
な
く
、
吉
田
精
一
（
７
）
や
長
野
甞
一

（
８
）
ら
文
学
研
究
者
た
ち
に
よ
る
、
原
典
離
れ

が
不
充
分
で
あ
り
、
創
作
家
と
し
て
の
芥
川
の
功
は
少
な
い
と
す
る
意
見
も
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
堀
の
賞
賛
、
吉
田

ら
の
批
判
の
い
ず
れ
も
芥
川
の
死
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
六
の
宮
の

姫
君
」
が
発
表
時
か
ら
そ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
発
表
時
の
同
時
代
評
と
し
て
は
、
林
政
雄
（
９
）
に
よ
る
〈
き
れ
い

に
、
細
々
と
か
き
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
秋
の
夕
暮
れ
の
縷
々
足
る
白
煙

の
あ
は
れ
か
の
や
う
な
こ
の
作
に
た
ち
迷
ふ
あ
る
か
無
き
か
の
哀
感
の
う
ち
に

も
、
仏
教
酌マ
マ

な
宿
命
感
と
、
憂
き
世
の
中
の
流
転
と
を
漂
は
し
て
あ
る
〉
と
い

で
せ
う
。
お
姫
様
も
き
つ
と
さ
う
だ
つ
た
と
思
ふ
わ
。
そ
れ
を
得
意
さ
う

に
罵
つ
た
り
す
る
の
は
作
者
の
不
見
識
を
示
す
も
の
ぢ
や
な
い
の
？

芥
川
自
身
に
よ
っ
て
「
六
の
宮
の
姫
君
」
が
〈
熱
烈
に
意
志
し
な
い
の
は
罪

人
よ
り
も
卑
し
い
〉
と
い
う
主
題
で
読
み
う
る
小
説
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る

こ
の
引
用
部
は
、
い
わ
ば
小
説
の
形
を
借
り
た
自
家
解
説
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で「
六
の
宮
の
姫
君
」に
対
す
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
。あ
る
い
は
、ジ
ュ

ネ
ッ
ト
が
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
の
一
部
門
と
し
て
挙
げ
る
紹
介
寸
評
の
類
と
み
な
す

こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
後
者
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
の
が
丸
括

弧
で
括
ら
れ
る
か
た
ち
で
〈
あ
た
し
〉
の
語
り
の
中
に
挿
入
さ
れ
た
、〈
作
者
〉

に
よ
る
自
著
の
〈
広
告
〉
で
あ
る
。

突
如
挿
入
さ
れ
た
丸
括
弧
の
中
で
行
わ
れ
る
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
〈
広
告
〉

は
、
芥
川
龍
之
介
の
第
六
短
篇
集
『
春
服
』（
春
陽
堂
、
一
九
二
三
年
五
月
）
や
実

際
に
存
在
す
る
〈
東
京
春
陽
堂
〉
と
い
う
〈
発
行
書
肆
〉
に
ま
で
触
れ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
商
用
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け

る
。「
文
放
古
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
婦
人
公
論
』
大
正
十
三
年
五
月
号
を
繙
い

て
み
る
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
広
告
の
数
は
背
表
紙
の
三
越
呉
服
店
の
も
の
を

含
め
て
全
部
で
十
一
点
あ
り
、
そ
の
内
容
は
化
粧
品
や
幼
児
用
お
し
め
、
ふ
と

ん
等
の
日
常
生
活
に
関
わ
る
も
の
ば
か
り
で
、文
学
書
の
広
告
は
一
つ
も
な
く
、

多
少
な
り
と
も
文
学
に
関
係
す
る
の
は
馬
場
孤
蝶
や
加
納
作
次
郎
ら
の
名
が
並

ぶ
『
婦
人
倶
樂
部
』
の
同
年
五
月
号
の
広
告
ぐ
ら
い
の
も
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
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い
〉（「「
新
潮
」
月
評
の
存
廢
を
問
ふ
」『
新
潮
』
一
九
二
二
年
一
月
）
と
、
か
ね
て
よ

り
雑
誌
中
心
に
行
わ
れ
る
当
時
の
批
評
状
況
に
対
し
て
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
文
壇
の
批
評
状
況
の
中
で
、
作
者
の
自
信
ほ
ど
に
は
世
評
の
振
る
わ

な
か
っ
た
同
作
に
何
と
か
日
の
目
を
見
せ
た
い
と
い
う
動
機
か
ら
、「
文
放
古
」

の
広
告
表
現
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
広
告
表
現
こ
そ
が

「
文
放
古
」
と
い
う
こ
の
目
立
た
な
い
短
篇
を
芥
川
文
学
の
中
で
も
き
わ
め
て

特
異
な
作
品
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．
広
告
す
る
小
説

文
学
と
広
告
を
〈
文
化
的
な
親
子
〉
と
呼
ぶ
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
Ａ
・
ウ
ィ

キ
ー
は
、
そ
の
著
書
『
広
告
す
る
小
説
』）

12
（

に
お
い
て
〈
美
学
と
経
済
の
は
ざ
ま

に
置
か
れ
た
広
告
と
い
う
こ
の
言
説
領
域
は
、
あ
き
ら
か
に
文
化
の
戦
場
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
新
進
の
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
た
ち
が
突
撃
部
隊
と
し
て
あ
た
ら
し

い
種
類
の
読
み
方
を
め
ぐ
っ
て
戦
争
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
〉と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
の
通
り
「
文
放
古
」
は
芸
術
（
文
学
）
の
文
脈
で
し
か
読
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
と
い
う
〈
あ
た
ら
し

い
種
類
の
読
み
方
〉
を
も
た
ら
し
、そ
れ
は
今
日
に
ま
で
影
響
し
て
い
る
。「
文

放
古
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
「
広
告
す
る
小
説
」
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
「
文
放
古
」
に
お
け
る
広
告
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。〈
わ
た
し
〉
は
〈
京
伝
三

馬
の
伝
統
に
忠
実
な
ら
ん
と
欲
す
る
〉
た
め
に
〈
広
告
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら

う
感
想
と
、
加
藤
武
雄）

10
（

に
よ
る
〈
実
際
、
こ
の
作
に
は
、
す
こ
し
く
、
哲
学
が

浮
き
過
ぎ
た
憾
み
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。「
あ
れ
は
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、

腑
甲
斐
な
い
女
の
魂
で
ご
ざ
る
。」
と
い
ふ
落
ち
が
、
理
屈
に
落
ち
て
ゐ
る
憾

み
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
〉
と
い
う
批
判
的
な
評
が
あ
る
程
度
で
、
こ
れ
を
激
賞

す
る
よ
う
な
評
は
管
見
で
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
限
り
、

「
六
の
宮
の
姫
君
」
は
発
表
直
後
に
は
芥
川
の
自
信
ほ
ど
に
は
評
価
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
六
の
宮
の
姫
君
」
が
文
壇
で
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ

に
掲
載
誌
の
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。「
六
の
宮
の
姫
君
」が
発
表
さ
れ
た
『
表

現
』
は
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
年
）
に
二
松
堂
書
店
か
ら
発
刊
さ
れ
た
総
合
雑

誌
で
あ
る
。
創
作
欄
に
は
正
宗
白
鳥
や
葛
西
善
藏
、
室
生
犀
星
、
宇
野
浩
二
と

い
っ
た
豪
華
な
作
家
の
作
品
が
並
ぶ
が
、
紅
野
敏
郎）

11
（

の
見
解
に
よ
れ
ば
大
正

十
三
年
（
一
九
二
三
年
）
一
月
号
を
も
っ
て
休
刊
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
雑
誌
の
寿
命
の
短
さ
か
ら
鑑
み
る
に
、
発
行
部
数
も
『
中

央
公
論
』
な
ど
の
大
雑
誌
に
は
及
ば
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
載
っ
た
作
品
が

人
目
に
触
れ
る
機
会
も
そ
れ
だ
け
限
ら
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
芥
川
は
「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
『
春
服
』
の
巻
頭
に
置
く
な
ど
こ
の

作
品
に
愛
着
を
示
し
て
い
る
が
、
結
局
芥
川
の
生
前
に
「
六
の
宮
の
姫
君
」
が

再
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
芥
川
は
〈
日
本
で
は
、
雑
誌
に
出
た
作
品

は
批
評
家
の
問
題
に
な
る
け
れ
ど
も
、
本
の
形
に
な
つ
て
出
た
も
の
は
一
向
、

問
題
に
な
ら
な
い
〉〈
新
聞
雑
誌
は
、
も
つ
と
、
本
の
方
面
を
開
拓
す
る
が
い
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こ
と
で
あ
る
。

近
世
の
文
学
作
品
に
表
れ
る
広
告
的
表
現
に
つ
い
て
、
北
田
暁
大）

14
（

が
〈《
地

＝
テ
ク
ス
ト
／
図
＝
広
告
》
あ
る
い
は
そ
の
逆
、
と
い
う
よ
う
に
決
然
と
両
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
区
分
、
そ
し
て
区
分
し
た
後
に
接
合
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く

て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
み
て
か
な
り
異
質
な
情
報
が
渾
然
と
ひ
し
め
く
歌
舞

伎
や
戯
作
の
受
容
空
間
の
な
か
に
、
商
用
情
報
が
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
に
滑
り
込
ん

だ
も
の
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
の
戯
作
者
た
ち
に
文
学
と
広
告
を
別

領
域
の
言
語
体
系
と
捉
え
る
認
識
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
れ
を
顕
著
に

示
す
の
が
式
亭
三
馬
の
代
表
作
「
浮
世
風
呂
」
に
お
け
る
商
用
情
報
の
入
り
込

ん
だ
場
面
で
あ
る
。
三
馬
は
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
に
売
薬
化
粧
品
店

を
構
え
、
自
身
の
店
で
の
人
気
商
品
で
あ
る
江
戸
の
水
と
い
う
化
粧
水
を
「
浮

世
風
呂
」
三
編
巻
之
上）

15
（

（
文
化
九
年
正
月
）
の
中
に
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が

次
に
掲
げ
る
場
面
で
あ
る
。

▲
さ
や
う
さ
。
い
つ
も
寒
明
に
は
ち
つ
と
づ
ゝ
病
ひ
勝
で
ご
ざ
い
ま
す
。

シ
タ
ガ
お
ま
へ
さ
ん
は
い
つ
も
御
丈
夫
で
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
　
●
イ
エ
モ

ウ
、
是
で
も
病
身
で
ご
ざ
い
ま
す
が
ネ
、
本
町
二
丁
目
の
延
壽
丹
と
申
す

ね
り
薬
を
持
薬
に
た
べ
ま
す
所
為
か
、
只
今
て
は
持
病
も
発
り
ま
せ
ず
至

極
達
者
に
な
り
ま
し
た
　
▲
ハ
イ
、
そ
れ
は
お
仕
合
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
の
延
壽
丹
は
私
の
曾
祖
父
の
時
分
か
ら
名
高
い
薬
で
ご
ざ
い
ま
す
の

さ
。
あ
れ
は
一
丁
目
で
ご
ざ
い
ま
し
た
つ
け
。
私
も
暑
寒
に
は
た
べ
ま
す

ぬ
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
山
東
京
伝
、
式
亭
三
馬
と
い
っ
た
近
世
の
戯

作
者
の
名
が
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の
は
、
近
代
作
家
の
名
を
駆
使
し
て
持
論

を
展
開
す
る
〈
あ
た
し
〉
に
対
抗
す
る
と
い
っ
た
意
味
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
近

世
文
学
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
商
用
情
報
が
織
り
込
ま
れ
た
小
説
を
念
頭
に
置

い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。近
世
の
文
学
作
品
の
中
に
商
用
情
報
が
現
れ
る
こ
と
は
、

京
伝
や
三
馬
が
共
に
副
業
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
た

と
え
ば
京
伝
の
「
人ひ
と

心
ご
ゝ
ろ

鏡
か
ゞ
み
の

写
う
つ
し

絵ゑ

」）
13
（

（
一
七
九
六
年
）
で
は
、
人
の
心
を
映
す

鏡
を
も
っ
て
様
々
な
人
物
や
動
物
の
心
の
う
ち
を
映
し
て
い
く
と
い
う
話
の
最

後
に
、〈
講
師
京
伝
〉
が
登
場
し
、
そ
の
胸
の
内
を
鏡
に
映
す
と
〈
煙
草
入
店

の
体
相
が
写
り
、「
当
年
は
別
し
て
裂
地
・
紙
地
共
に
珍
し
き
新
物
品
々
ご
ざ

り
ま
す
か
ら
、
何
と
ぞ
相
変
わ
ら
ず
お
求
め
下
さ
れ
ま
せ
ふ
」
と
い
う
口
上
を

述
べ
、
ど
う
ぞ
煙
草
入
を
一
つ
も
余
計
売
つ
て
、
親
兄
弟
を
心
よ
く
育
み
た
い

と
い
ふ
、
手
前
勝
手
な
姿
が
写
る
〉。
こ
れ
は
こ
こ
ま
で
人
の
表
向
き
と
本
音

が
い
か
に
懸
け
離
れ
て
い
る
か
を
語
っ
て
き
た
〈
講
師
京
伝
〉
自
身
が
、
そ
の

実
、
講
釈
を
し
な
が
ら
商
売
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
、
い
わ
ば
話
の
オ

チ
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
本
文
か
ら
離
れ
た
場
所
に
は
〈
此
度
、
京
伝
店
に
て

珍
し
き
煙
管
売
出
し
申
候
、
御
評
判
可
被
下
候
。〉
と
、
京
伝
の
店
で
商
う
商

品
の
宣
伝
文
も
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
年
）
の
春
か
ら

紙
製
煙
草
入
れ
の
店
を
始
め
て
い
た
京
伝
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
情
報
が
広
告

と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題

な
の
は
そ
れ
を
目
に
す
る
読
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
映
る
か
と
い
う
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見
出
せ
る
。
先
に
引
い
た
京
伝
の
場
合
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
は
い
え
る
だ

ろ
う
。

〈
京
伝
三
馬
〉
の
作
品
が
広
告
／
非
・
広
告
の
境
界
を
明
確
に
せ
ず
、
ど
ち

ら
に
対
し
て
も
決
定
不
能
と
す
る
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
こ
で
「
文
学
か
、
広
告
か
」
を
問
う
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
近
代
的
な

認
識
の
所
産
だ
と
い
え
る
。
ひ
る
が
え
っ
て「
文
放
古
」に
目
を
向
け
る
と
、〈
わ

た
し
〉
は
〈
こ
の
機
会
に
広
告
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〉
と
、
自
身
の
記
述

行
為
の
広
告
性
に
自
己
言
及
し
て
お
り
、「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
に
自
覚
的
で

あ
る
。〈
わ
た
し
〉
は
「
文
学
か
、
広
告
か
」
の
二
者
択
一
に
お
い
て
は
っ
き

り
「
広
告
」
と
判
断
し
、〈
京
伝
三
馬
の
伝
統
〉
に
倣
う
と
い
う
体
裁
で
自
作

を
積
極
的
に
「
広
告
す
る
小
説
」
に
し
つ
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
は
〈
京
伝
三
馬
〉
が
あ
く
ま
で
話
の
展
開
の
中
で
あ
る
種
の
必
然
性
を
も
っ

て
商
用
情
報
を
宣
伝
し
て
い
た
こ
と
と
較
べ
る
と
、〈
あ
た
し
〉
の
語
り
の
中

に
丸
括
弧
を
挿
入
し
、〈
広
告
〉
を
謳
い
な
が
ら
割
っ
て
入
っ
て
く
る
〈
わ
た
し
〉

の
方
法
は
あ
ま
り
に
露
骨
で
あ
る
。
自
ら
「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
を
隠
そ
う
と

も
せ
ず
、
む
し
ろ
「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
に
積
極
的
に
言
及
す
る
姿
勢
は
メ
タ

広
告
と
い
う
に
相
応
し
い
。
そ
こ
で
は
本
来
広
告
が
含
み
持
っ
た
商
品
を
売
ろ

う
と
す
る
類
の
商
用
情
報
自
体
が
す
で
に
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
文

放
古
」
に
お
い
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
メ
タ
広
告
性
が
ど

の
よ
う
に
機
能
し
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し

た
観
点
か
ら
、
以
下
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

の
さ
　
●
ハ
イ
、
只
今
は
二
丁
目
の
式
亭
で
売
ま
す
　
▲
エ
ヽ
、
何
か
ネ
。

こ
の
ご
ろ
は
や
る
江
戸
の
水
と
や
ら
白
粉
の
よ
く
の
る
薬
を
出
す
内
で
ご

ざ
い
ま
せ
う
　
●
ハ
イ
さ
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
の
娘
な
ど
も
江

戸
の
水
が
よ
い
と
申
て
化
粧
の
度
に
つ
け
ま
す
の
さ
。
な
る
程
ネ
。
顔
の

で
き
物
な
ど
も
な
ほ
り
ま
し
て
、
白
粉
の
う
つ
り
が
綺
麗
で
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
　
▲
私
ど
も
の
り
ん
が
田
舎
育
だ
け
に
根
か
ら
白
粉
が
の
り
ま
せ
ん

が
、
成
ほ
ど
よ
く
の
り
ま
す
。
嫁
な
ど
も
つ
け
ま
す
が
ネ
。
翌
の
朝
、
顔

を
洗
た
跡
で
、
ち
よ
い
と
紙
で
拭
ま
す
と
、
薄
化
粧
で
も
い
た
し
た
や
う

に
、
き
の
ふ
の
白
粉
が
出
る
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
種

く
な
調
法
な
事

が
出
来
ま
す
よ
ネ
エ

こ
こ
で
は
自
身
の
健
康
に
関
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
話
題
は
巷
で
評
判

の
薬
の
こ
と
に
移
り
、
し
だ
い
に
話
の
中
心
は
三
馬
の
売
薬
店
で
扱
う
江
戸
の

水
へ
と
及
ん
で
い
く
。
作
中
人
物
同
士
の
会
話
の
中
に
さ
り
げ
な
く
織
り
込
ま

れ
た
、
江
戸
の
水
の
販
売
所
と
効
能
、
使
用
法
を
商
用
情
報
と
し
て
読
み
、
こ

の
場
面
を
広
告
と
み
な
す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
を

広
告
的
側
面
か
ら
の
み
説
明
す
る
こ
と
は
、
こ
の
表
現
の
持
つ
意
味
を
矮
小
化

し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
浅
埜
晴
子
）
16
（

が
江
戸
の
水
の
「
浮
世

風
呂
」
へ
の
登
場
に
つ
い
て
〈
作
品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
た
せ
る
と
同
時
に
、

広
告
と
し
て
の
実
用
的
な
一
面
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
そ
こ
に
は
物
語
世
界
の
真
実
性
を
補
強
す
る
と
い
う
文
学
的
な
意
味
も
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に
し
つ
つ
、抗
争
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
立
場
の
違
い
は
、

「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
批
判
す
る
〈
あ
た
し
〉
と
広
告
す
る
〈
わ
た
し
〉
と
い
っ

た
よ
う
に
、「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
め
ぐ
る
態
度
の
違
い
を
起
点
と
し
て
展
開

さ
れ
て
い
る
。
読
者
は
そ
う
し
た
〈
あ
た
し
〉
／
〈
わ
た
し
〉
の
抗
争
の
渦
に

飲
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
対
す
る
態
度
決
定
を
迫
ら

れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
小
説
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
掲
載
雑
誌

を
考
慮
す
れ
ば
、
主
に
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
数
あ
る
女
性
雑
誌

の
中
で
な
ぜ
『
婦
人
公
論
』
が
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
考
究
の
余
地

は
あ
る
だ
ろ
う
。

芥
川
は
生
涯
に
お
い
て
『
婦
人
公
論
』以
外
に
『
婦
人
グ
ラ
フ
』『
女
性
』『
女

性
改
造
』『
良
婦
之
友
』
と
い
っ
た
女
性
雑
誌
各
誌
に
創
作
を
発
表
し
て
い
る

が
、「
文
放
古
」
の
発
表
媒
体
が
『
婦
人
公
論
』
だ
っ
た
こ
と
に
は
メ
デ
ィ
ア

戦
略
的
な
理
由
が
看
取
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
芥
川
が
自
ら
『
婦
人
公
論
』
側
に
働

き
か
け
、
自
作
の
掲
載
を
申
し
出
た
の
で
は
な
く
、『
婦
人
公
論
』
側
か
ら
依

頼
を
受
け
て
の
執
筆
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。「
文
放
古
」
が
掲
載

さ
れ
た
号
の
創
作
欄
を
見
る
と
、
里
見
弴
、
室
生
犀
星
、
近
松
秋
江
、
細
田
民

樹
、
安
成
二
郎
、
加
藤
一
夫
ら
の
名
が
並
ぶ
中
、
同
作
は
里
見
の
「
無
言
の
晩

餐
」
に
次
ぐ
順
番
に
配
さ
れ
て
お
り
、
編
集
側
が
人
気
作
家
で
あ
る
芥
川
の
作

品
を
こ
の
号
の
創
作
欄
の
目
玉
の
一
つ
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
し

た
期
待
を
躱
す
よ
う
に
し
て
芥
川
は
「
文
放
古
」
と
い
う
挑
発
的
な
小
説
を
同

誌
に
発
表
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
芥
川
の
『
婦
人
公
論
』
へ
の
挑
発
は

４
．
挑
発
さ
れ
る
『
婦
人
公
論
』

「
文
放
古
」
が
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
関
す
る
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

―
広
告
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
疑
問
な
の
は
〈
こ
の
機
会
に
広
告
を
加
へ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〉
な
ど
と
い
う
自
ら
が
広
告
で
あ
る
こ
と
を
露
出
し
た
言
辞

に
、
広
告
に
通
常
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
媒
体
が
文
学
で
あ
ろ
う
と
広
告
で
あ
ろ
う
と
、
人
は
あ
ま
り
に
も

露
骨
に
顕
れ
た
商
業
主
義
の
精
神
に
接
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
こ
で
広
告
さ
れ
る

内
容
に
対
し
警
戒
を
抱
き
、
か
え
っ
て
購
買
意
欲
を
抑
制
す
る
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
。
自
ら
が
「
広
告
で
あ
る
」
こ
と
に
自
己
言
及
す
る
メ
タ
広
告
の
広

告
性
と
は
、
こ
の
よ
う
に
決
し
て
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
文
放
古
」
の
広
告
表
現
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〈
あ
た
し
〉

は
「
六
の
宮
の
姫
君
」
を
結
婚
難
の
問
題
に
対
す
る
〈
作
者
の
不
見
識
を
示
す

も
の
〉
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
同
作
の
広

告
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
商
品
の
美
点
だ
け
を
採
り
あ
げ
、

こ
れ
を
称
揚
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
広
告
だ
と
い
う
の
な
ら
、「
文
放
古
」

は
明
ら
か
に
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
広
告
と
し
て
は
欠
格
だ
ろ
う
。
だ
が
、
事

態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
「
文
放
古
」
に
は
〈
わ
た
し
〉

と
自
称
す
る
語
り
手
と
、
そ
の
〈
わ
た
し
〉
に
拾
わ
れ
た
手
紙
の
書
き
手
で
あ

る
〈
あ
た
し
〉
の
二
人
の
語
り
手
が
登
場
し
、
こ
の
両
者
は
語
り
の
位
相
を
異
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央
公
論
』
婦
人
問
題
特
集
号
が
好
評
を
博
し
た
こ
と
か
ら
、
同
誌
の
妹
分
的
雑

誌
と
し
て
大
正
五
年
（
一
九
一
六
年
）
に
創
刊
さ
れ
た
婦
人
雑
誌
で
あ
る
。
木
村

涼
子）

17
（

が
〈
内
容
の
難
解
さ
か
ら
考
え
て
も
、
実
際
の
読
者
層
は
高
等
女
学
校
以

上
の
教
育
を
受
け
た
層
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、『
婦
人
公
論
』の
主
な
読
者
層
が
高
学
歴
女
性
だ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、

そ
の
誌
面
に
お
い
て
〈
利
巧
だ
と
心
得
て
ゐ
る
莫
迦
な
女
〉
と
い
う
言
葉
は
女

性
読
者
た
ち
に
と
っ
て
容
易
に
見
過
ご
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
芥
川
は

〈
莫
迦
な
女
は
嫌
ひ
〉
と
い
い
な
が
ら
、〈
時
間
と
紙
数
〉
を
理
由
に
〈
莫
迦
と

云
ふ
語
の
内
容
〉
を
詳
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、結
局
一
体
ど
の
よ
う
な
女
が
〈
莫

迦
な
女
〉
な
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、〈
現
代
の
女
性
〉
で

あ
れ
ば
〈
夫
人
た
る
と
令
嬢
た
る
と
を
問
は
ず
〉
誰
で
も
が
〈
莫
迦
な
女
〉
の

範
疇
に
括
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
芥
川
の
〈
莫
迦
〉

と
い
う
罵
倒
は
特
定
の
誰
か
を
目
指
さ
な
い
代
わ
り
に
、『
婦
人
公
論
』
の
女

性
読
者
の
誰
し
も
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
拡
散
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

芥
川
が
「
文
放
古
」
の
掲
載
誌
と
し
て
女
性
雑
誌
の
中
か
ら
あ
え
て
『
婦
人

公
論
』
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
同
誌
の
読
者
を
挑
発
す
る
と
い
う

布
石
が
す
で
に
敷
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
し
た
読
者
を
挑
発

す
る
小
説
を
発
表
す
る
こ
と
が
戦
略
の
一
つ
と
し
て
成
立
す
る
場
が
、
ま
さ
に

同
誌
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
安
藤
公
美
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
女
性
の
結
婚
難
を
〈
語
る
べ
き
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク）

18
（

〉
と
し
て
い
た
と
い
う

こ
れ
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

『
婦
人
公
論
』
は
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）
十
月
号
に
お
い
て
「
私
の
嫌
ひ

な
女
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
が
行
わ
れ
、
島
崎
藤
村
や
正
宗
白
鳥
、
与
謝
野
晶

子
、
菊
池
寛
ら
文
学
者
が
回
答
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
交
じ
っ
て
芥
川

の
文
章
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
芥
川
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

要
す
る
に
莫
迦
な
女
は
嫌
ひ
で
す
。
殊
に
利
巧
だ
と
心
得
て
ゐ
る
莫
迦

な
女
は
手
が
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
上
に
残
つ
て
ゐ
る
や
う
な
女
は
ど

う
せ
皆
莫
迦
ぢ
や
な
い
人
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
ち
よ
い
と
例
に
は
な
り
兼

ね
ま
す
。
そ
れ
か
ら
又
現
代
の
婦
人
に
な
る
と
、
誰
彼
と
活
字
に
し
て
莫

迦
の
標
本
に
す
る
の
は
甚
だ
失
礼
だ
か
ら
、
こ
れ
も
同
じ
く
差
控
へ
て
置

き
ま
せ
う
。
兎
に
角
、
夫
人
た
る
と
令
嬢
た
る
と
を
問
は
ず
、
要
す
る
に

莫
迦
な
女
は
嫌
ひ
で
す
。
唯
、
莫
迦
と
云
ふ
語
の
内
容
を
詳
し
く
説
明
す

る
時
間
と
紙
数
と
に
乏
し
い
の
は
、
遺
憾
な
が
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
文
章
で
気
づ
く
の
は
、「
文
放
古
」
に
お
い
て
〈
あ
た
し
〉
が
〈
芥
川

龍
之
介
〉
に
向
け
た
〈
莫
迦
〉
と
い
う
語
が
す
で
に
芥
川
自
身
に
よ
っ
て
先
取

り
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
特
に
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
に
芥
川
が

記
し
た
〈
殊
に
利
巧
だ
と
心
得
て
ゐ
る
莫
迦
な
女
は
手
が
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
〉

と
い
う
一
節
は
、『
婦
人
公
論
』
と
い
う
雑
誌
媒
体
に
お
い
て
過
分
に
挑
発
的

な
文
言
だ
と
い
え
る
。『
婦
人
公
論
』
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
の
『
中
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す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
安
藤
は
〈
文
化
レ
ベ
ル
の
差
異
を
問
題
に
す
る
「
文

放
古
」
の
〈
彼
女
〉
の
発
言
は
、
こ
の
時
代
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
生
き
る
「
当

事
者
」
の
言
葉
と
し
て
、実
に
リ
ア
ル
な
も
の）

19
（

〉
と
述
べ
て
い
る
が
、そ
の
〈
文

化
レ
ベ
ル
の
差
異
〉
と
み
え
る
も
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
客
観
的
根
拠
が
あ
る
の
か

は
、
あ
ら
た
め
て
問
い
返
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

〈
あ
た
し
〉
に
と
っ
て
、
徳
冨
蘆
花
は
〈
徳
冨
蘆
花
程
度
〉
と
軽
ん
じ
ら
れ

る
思
想
家
で
あ
り
、〈
今
時
分
有
島
武
郎
を
発
見
し
た
〉〈
女
学
校
の
時
の
お
友

達
〉
は
〈
情
け
な
い
〉
者
た
ち
、
浪
花
節
よ
り
も
〈
ガ
リ
・
ク
ル
チ
や
カ
ル
ソ

ウ
〉
の
演
奏
の
方
が
優
れ
た
音
楽
で
、「
大
菩
薩
峠
」
は
決
し
て
〈
一
代
の
傑
作
〉

で
は
あ
り
え
な
い
小
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
価
値
観
を
共
有
し
な
い
者
は

〈
芸
術
的
〉〈
低
能
児
〉
と
さ
え
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
文
化
の
優
劣

関
係
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
）
20
（

の
概
念
に
照
ら
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
浪
花
節
よ
り

イ
タ
リ
ア
歌
曲
の
方
が
、「
大
菩
薩
峠
」
よ
り
も
谷
崎
の
小
説
の
方
が
優
れ
て

い
る
と
い
う
価
値
観
に
は
決
し
て
客
観
的
根
拠
は
な
い
が
、〈
あ
た
し
〉
は
自

身
の
文
化
的
嗜
好
に
よ
っ
て
他
者
か
ら
の
卓
越
化
を
計
る
こ
と
で
、
選
民
的
価

値
観
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
あ
た
し
〉
の
手
紙
の
中
で
批
判
さ
れ

て
い
る
の
は
実
際
に
は
男
性
だ
け
で
は
な
く
、〈
女
学
校
の
お
友
達
〉
も
ま
た

同
様
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、「
文
放
古
」
に
は
性
別
を
め
ぐ
る
差
異
化
の
問

題
と
は
異
な
る
水
準
で
文
化
資
本
を
め
ぐ
る
差
異
化
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と

い
え
る
。〈
あ
た
し
〉
は
〈
こ
の
市
の
知
識
階
級
〉
に
対
す
る
不
満
を
手
紙
の

こ
と
も
『
婦
人
公
論
』
が
「
文
放
古
」
の
発
表
誌
と
し
て
選
ば
れ
た
理
由
の
一

つ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
女
性
問
題
に
取
り
組
む
と
い
う
知
的
な
身

振
り
そ
れ
自
体
が
芥
川
の
挑
発
し
よ
う
と
す
る
対
象
な
の
で
あ
り
、
そ
の
挑
発

の
構
造
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
が
備
え
る
メ
タ
広
告
の
仕
掛
け

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

５
．
抗
争
す
る
語
り
の
共
犯
関
係

『
婦
人
公
論
』
誌
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
〈
あ
た
し
〉
と
〈
わ
た
し
〉
の
抗

争
は
、
論
点
が
女
性
の
結
婚
難
に
置
か
れ
る
こ
と
で
女
性
と
男
性
の
性
差
を
め

ぐ
る
抗
争
と
い
う
様
相
を
帯
び
、
女
性
読
者
た
ち
は
心
情
的
に
〈
あ
た
し
〉
の

言
い
分
に
荷
担
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
。
何
よ
り
〈
豚
の

や
う
に
子
供
を
産
み
つ
づ
け
〉る
と
い
う
女
性
蔑
視
的
な
表
現
を
憚
ら
な
い〈
わ

た
し
〉
は
、
女
性
読
者
か
ら
反
感
を
持
た
れ
て
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
は
こ
こ
に
描
か
れ
た
抗
争
そ
の
も
の
が
小
説
の
中
の
出
来
事

で
あ
り
、
そ
れ
を
仕
掛
け
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
作
者

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
企
ま
れ
た
抗
争
の
背
後
に
は
メ
タ
広
告
と
し
て

の
仕
掛
け
が
潜
ん
で
い
る
。

〈
あ
た
し
〉
は
手
紙
の
中
で
結
婚
相
手
の
候
補
者
の
一
人
を
〈
低
能
児
〉
と

呼
ん
で
い
る
。彼
が
そ
の
よ
う
に
見
下
さ
れ
結
婚
相
手
に
不
適
と
さ
れ
る
の
は
、

彼
が
〈
大
弓
と
浪
花
節
〉
を
好
み
、〈
与
謝
野
晶
子
で
も
歌
ひ
さ
う
な
〉
景
観

に
何
の
感
慨
も
感
じ
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
〈
あ
た
し
〉
の
結
婚
に
対
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さ
れ
る
の
は
「
六
の
宮
の
姫
君
」を
読
ん
だ
う
え
で
〈
あ
た
し
〉
と
一
緒
に
〈
芥

川
龍
之
介
〉
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
丸
括
弧
で
括
ら
れ
た
〈
わ
た
し
〉
に

よ
る
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
メ
タ
広
告
が
む
し
ろ
読
者
の
購
読
意
欲
を
抑
制
す

る
の
と
対
照
的
に
、〈
あ
た
し
〉
に
よ
る
「
六
の
宮
の
姫
君
」
批
判
が
「
六
の

宮
の
姫
君
」
を
読
む
こ
と
を
推
奨
し
、
結
果
的
に
〈
あ
た
し
〉
が
「
六
の
宮
の

姫
君
」
を
広
告
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
逆
説
的
な
構
図
が
「
文
放
古
」
に

仕
掛
け
ら
れ
た
広
告
戦
略
だ
と
い
え
る
。
一
見
反
目
し
合
う
二
つ
の
語
り
が
、

読
者
を
「
六
の
宮
の
姫
君
」に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、〈
わ
た
し
〉

と
〈
あ
た
し
〉
が
裏
で
手
を
結
び
合
う
か
の
よ
う
な
共
犯
関
係
こ
そ
が
、
こ
の

「
文
放
古
」
と
い
う
「
広
告
す
る
小
説
」
が
持
つ
広
告
性
の
要
諦
な
の
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
と
き
読
者
を
広
告
の
中
へ
誘
い
込
む
の
が
作
中
に
潜
む
文
化
的
な

卓
越
化
の
意
識
な
の
で
あ
る
。

６
．
広
告
し
損
ね
る
小
説

（
メ
タ
）
広
告
と
し
て
の
役
割
を
担
う
「
文
放
古
」
は
、
た
だ
そ
の
作
品
自

体
が
読
ま
れ
る
こ
と
で
充
足
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
読
者
を
広
告
す
る

対
象（
＝「
六
の
宮
の
姫
君
」）の
読
書
へ
と
駆
り
立
て
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
ば
、
そ
う
し
た
「
文
放
古
」
の
広
告
戦
略
は
結
局
の
と
こ
ろ
成
功
し
た
と

い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
成
否
を
判
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
現

在
の
「
六
の
宮
の
姫
君
」
が
置
か
れ
た
状
況
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
そ
れ
が
十
分

に
効
果
し
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
ま
ず
「
文
放
古
」
そ
の
も
の
が
ど
れ
だ
け

中
に
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
社
会
的
制

約
を
被
る
〈
あ
た
し
〉
が
、
文
化
資
本
に
お
い
て
は
〈
こ
の
市
の
知
識
階
級
〉

よ
り
も
上
位
の
〈
階
級
〉
に
あ
る
こ
と
の
誇
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
囲
の
人

間
を
辛
口
に
批
評
す
る
〈
あ
た
し
〉
の
自
意
識
は
、
自
身
の
趣
味
の
高
尚
さ
へ

の
信
に
よ
っ
て
卓
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン

越
化
す
る
こ
と
で
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
わ
た
し
〉
は
〈
あ
な
た
〉
に
向
け
た
手
紙
の
中
に
〈
徳
冨
蘆
花
〉〈
有
島
武

郎
〉〈
ク
ラ
イ
ス
ラ
ア
〉〈
ガ
リ
・
ク
ル
チ
〉〈
カ
ル
ソ
ウ
〉〈
与
謝
野
晶
子
〉〈
永

井
荷
風
〉〈
谷
崎
潤
一
郎
〉〈
倉
田
百
三
、
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
、
武
者
小
路
実

篤
、里
見
弴
、佐
藤
春
夫
、吉
田
絃
二
郎
、野
上
弥
生
〉〈
芥
川
龍
之
介
〉
と
い
っ

た
多
数
の
固
有
名
を
鏤
め
て
い
る
。〈
あ
た
し
〉は
こ
れ
ら
固
有
名
を〈
あ
な
た
〉

が
当
然
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
語
り
を
進
め
て
い
く
が
、
何
の
説
明
も
無

く
お
も
む
ろ
に
使
用
さ
れ
る
こ
う
し
た
固
有
名
＝
記
号
の
氾
濫
は
、
こ
の
手
紙

の
受
取
手
で
あ
る
〈
あ
な
た
〉
に
も
一
定
以
上
の
文
化
的
な
知
識
を
要
求
す
る

と
同
時
に
、
こ
れ
ら
記
号
を
自
在
に
駆
使
す
る
〈
あ
た
し
〉
の
文
化
レ
ベ
ル
の

高
さ
を
示
す
指
標
と
も
な
る
。
周
囲
の
人
間
を
見
下
す〈
あ
た
し
〉が〈
あ
な
た
〉

に
だ
け
対
等
に
語
り
か
け
る
の
は
、〈
あ
な
た
〉
が
〈
あ
た
し
〉
と
同
質
の
「
知
」

を
共
有
す
る
者
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、〈
あ
な
た
〉
に
は
常
に
〈
あ

た
し
〉
が
挙
げ
る
固
有
名
を
「
知
っ
て
い
る
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
た
と
え
そ
れ
が
批
判
の
文
脈
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、〈
あ
な

た
は
『
六
の
宮
の
姫
君
』つ
て
短
篇
を
読
ん
で
は
い
ら
つ
し
や
ら
な
く
つ
て
？
〉

と
、「
読
ん
で
い
る
か
／
い
な
い
か
」
が
問
わ
れ
る
と
き
、〈
あ
な
た
〉
に
期
待
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児
ば
か
り
つ
て
訳
で
も
な
い
〉と
説
明
さ
れ
、〈
両
親
の
一
番
気
に
入
つ
て
ゐ
る
〉

〈
教
育
の
あ
る
青
年
〉で〈
顔
も
ち
よ
つ
と
見
た
所
は
ク
ラ
イ
ス
ラ
ア
に
似
て
ゐ
〉

て
、〈
感
心
に
社
会
問
題
の
研
究
を
し
て
ゐ
る
〉と
好
意
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
い
て
蓄
音
機
を
聴
い
た
と
き
の
反
応
や
、
山
本
が
〈
あ
た
し
〉
の
家

へ
遊
び
に
来
た
と
き
、
家
の
二
階
か
ら
最
勝
寺
の
塔
を
見
た
こ
と
な
ど
が
、
彼

が
〈
芸
術
的
に
は
〉〈
低
能
児
〉
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
。
一
見
す
る
と
山
本
へ
の
批
判
に
も
見
え
る
こ
れ
ら
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、〈
あ
た
し
〉
と
山
本
が
一
緒
に
蓄
音
機
を
聴
い
た
り
、

家
に
遊
び
に
来
た
り
す
る
親
密
な
仲
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
山
本
の
悪
口
に
仮
託
し
た
惚
気
話
と
も
と
れ
る
。
特
に
他
の
二
人
の
候
補
者

に
つ
い
て
は
、〈
あ
た
し
〉
と
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
と
較
べ
る
と
、
詳
細
に
語
ら
れ
る
〈
あ
た
し
〉
と
山
本
の
関
係
は
な
お
さ

ら
特
別
な
も
の
に
映
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
あ
た
し
〉
の
手
紙
か
ら
は
、
当
時
人
気
の
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に

似
た
容
貌
の
男
性
と
一
緒
に
蓄
音
機
を
聴
い
た
り
、
家
の
窓
か
ら
見
え
る
塔
を
眺

め
る
〈
あ
た
し
〉
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
る
。〈
わ
た
し
〉
も
結
婚
難
を
嘆
く
手
紙

に
韜
晦
し
た
〈
あ
た
し
〉
の
惚
気
を
文
面
に
読
み
取
り
、〈
電
燈
会
社
の
技
師
〉

と
結
婚
し
た
〈
あ
た
し
〉
の
姿
を
予
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
婚
難
を
語

る
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
と
す
る
こ
と
が
読
者
と
〈
あ
た
し
〉
と
の
連
帯
感
を
も
た
ら
す

紐
帯
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
結
婚
難
を
訴
え
な
が
ら
男
性
と
の
親
密
な
関
係
を
語

る
〈
あ
た
し
〉
の
脳
天
気
な
振
る
舞
い
は
、
真
面
目
に
結
婚
難
に
つ
い
て
考
え
る

読
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
措
く
に
し
て
も
「
文
放
古
」

の
広
告
戦
略
に
は
実
は
構
造
的
な
欠
陥
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
欠
陥
が
「
文
放

古
」の
広
告
戦
略
を
最
終
的
に
は
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
放
古
」
の
広
告
戦
略
と
し
て
芥
川
が
選
ん
だ
の
は
、
自
身
が
作
品
の
向
こ

う
に
い
る
読
者
に
直
接
語
り
か
け
る
と
い
う
作
者
と
読
者
を
短
絡
す
る
回
路
で

は
な
く
、〈
あ
た
し
〉
と
い
う
仮
構
さ
れ
た
読
者
を
中
継
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
。

だ
が
、
語
り
か
け
る
こ
と
で
女
性
読
者
た
ち
に
共
同
体
と
し
て
の
連
帯
感
を
抱

か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
〈
あ
た
し
〉
と
い
う
作
中
人
物
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う

に
機
能
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
作
品
は
そ
こ
で
大
き
く
躓
い
て
し
ま
っ
た

の
だ
と
い
え
る
。

〈
あ
た
し
〉
は
手
紙
の
中
で
結
婚
難
の
問
題
を
訴
え
て
い
る
が
、〈
わ
た
し
〉

は
そ
の
訴
え
を
真
に
迫
っ
た
切
実
な
も
の
と
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
。〈
し
ま

ひ
に
は
や
は
り
電
燈
会
社
の
技
師
か
何
か
と
結
婚
〉
す
る
と
い
う
、
軽
蔑
す
る

男
性
と
結
婚
す
る
〈
あ
た
し
〉
の
将
来
に
つ
い
て
の
〈
わ
た
し
〉
の
予
想
か
ら

も
そ
れ
は
窺
え
る
。
こ
う
し
た
〈
わ
た
し
〉
の
予
想
が
安
易
に
導
出
さ
れ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
に
、〈
あ
た
し
〉
と
い
う
作
中
人
物
の
造
形
的
な
瑕
疵
が
潜
ん
で

い
る
。〈
親
戚
な
ど
か
ら
結
婚
問
題
を
持
つ
て
来
〉ら
れ
る
と
い
う〈
あ
た
し
〉が
、

〈
ち
よ
つ
と
一
例
を
挙
げ
て
見
ま
せ
う
か
？
〉
と
紹
介
し
て
み
せ
る
候
補
者
の

男
性
は
三
人
い
る
が
、そ
の
三
人
の
中
か
ら
特
に〈
わ
た
し
〉は
山
本
と
い
う〈
電

燈
会
社
の
技
師
〉
を
〈
あ
た
し
〉
の
結
婚
相
手
と
し
て
取
り
立
て
て
い
る
。
山

本
に
つ
い
て
は
〈
あ
た
し
〉
に
よ
っ
て
、
ま
ず
〈
候
補
者
は
一
人
残
ら
ず
低
能
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る
卓
越
化
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
あ
り
、
そ
の
中
で
〈
あ
た
し
〉
は
〈
わ
た
し
〉

よ
り
も
数
段
劣
っ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
卓
越
化
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

に
お
い
て
自
分
よ
り
も
下
位
に
あ
る
〈
あ
た
し
〉
か
ら
自
作
へ
の
批
判
を
受
け

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
芸
術
を
正
し
く
理
解
し
な
い
者
の
未
熟
な
批
評
と
し
て

ま
と
も
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。実
際
、作
中
で
は〈
あ
た
し
〉

か
ら
の
批
難
を
受
け
た
〈
わ
た
し
〉
は
、〈
あ
た
し
〉
に
対
す
る
〈
同
情
に
似

た
心
も
ち
を
感
じ
〉
は
し
て
も
、
そ
の
論
点
を
ま
と
も
に
引
き
受
け
る
こ
と
は

し
な
い
。
さ
ら
に
は
〈
あ
た
し
〉
が
自
ら
訴
え
る
結
婚
難
の
問
題
へ
の
基
本
的

な
デ
リ
カ
シ
ー
を
欠
い
た
態
度
が
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
あ
た
し
〉
は
ま

す
ま
す
〈
わ
た
し
〉
が
対
等
に
抗
争
す
べ
き
相
手
と
し
て
の
資
格
を
失
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
対
す
る
芥
川
の
自
信
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
そ
れ
が

優
れ
た
芸
術
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
自
負
で
あ
る
。
そ
の
「
六
の
宮
の

姫
君
」
を
一
見
批
判
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
「
文
放
古
」
に
採
り
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
自
ら
差
し
向
け
（
さ
せ
）
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
批
判
が
同

作
の
芸
術
作
品
と
し
て
の
価
値
を
損
な
わ
な
い
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
。「
文
放
古
」
の
中
で
〈
芥
川
龍
之
介
〉
と
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
正
統

性
を
与
え
よ
う
と
し
過
ぎ
た
そ
の
反
動
と
し
て
、〈
あ
た
し
〉
は
芸
術
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
〈
一
知
半
解
〉
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
読

者
の
共
感
を
得
に
く
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
は
男
性
／
女
性
の
差
異
化
の
問
題
以
外
に
も
中
産
階
級
／
労
働

読
者
た
ち
か
ら
は
か
え
っ
て
顰
蹙
を
買
う
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。

作
品
の
広
告
機
能
を
麻
痺
さ
せ
か
ね
な
い
〈
あ
た
し
〉
の
こ
の
よ
う
な
造
形

は
、
芥
川
自
身
も
ま
た
卓
越
化
の
構
造
の
中
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
原
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。〈
わ
た
し
〉
は
終
末
部
の
語
り
に
お
い
て
、〈
世
間

並
み
の
細
君
に
変
〉
っ
た
〈
あ
た
し
〉
が
〈
浪
花
節
に
も
耳
を
傾
け
る
だ
ろ
う
〉

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
結
婚
に
よ
っ
て
〈
あ
た
し
〉
が
女
子
教
育
を
受
け
た

芸
術
に
関
心
を
持
つ
独
身
女
性
か
ら
〈
世
間
並
み
の
細
君
〉
へ
と
変
わ
る
こ
と

で
、卓
越
化
の
階
層
を
下
降
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、こ
の
こ
と
か
ら
も
〈
わ

た
し
〉
に
は
〈
世
間
並
み
の
細
君
〉
が
聞
く
音
楽
は
イ
タ
リ
ア
歌
曲
で
は
な
く

浪
花
節
だ
と
い
う
、
趣
味
の
高
尚
さ
に
関
す
る
価
値
観
の
あ
る
こ
と
が
み
て
と

れ
る
。〈
世
間
並
み
の
細
君
〉
と
浪
花
節
を
結
び
つ
け
る
〈
わ
た
し
〉
の
発
想

は
、
浪
花
節
を
〈
好
い
趣
味
ぢ
や
な
い
〉
と
見
做
す
〈
あ
た
し
〉
と
価
値
観
を

共
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、〈
わ
た
し
〉
と
〈
あ
た
し
〉
は
趣
味
の
価
値
を
測

る
の
に
同
じ
判
断
基
準
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
が
同
じ
価
値
観
を

持
っ
て
生
き
て
い
る
以
上
、
作
家
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
が
有
す
る
文
化
資
本
は

当
然
〈
あ
た
し
〉を
上
回
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
周
囲
の
人
々
に
対
す
る〈
あ
た
し
〉

の
卓
越
化
は
、〈
九
州
の
片
田
舎
〉
に
住
む
〈
あ
た
し
〉
が
〈
わ
た
し
〉
の
住

む
東
京
の
芸
術
場
の
価
値
観
を
自
ら
に
移
植
し
た
こ
と
で
行
わ
れ
た
も
の
に
過

ぎ
ず
、そ
の
こ
と
を
見
抜
い
た
〈
わ
た
し
〉
は
決
し
て
自
分
に
は
及
ば
な
い
〈
あ

た
し
〉
の
審
美
眼
を
〈
一
知
半
解
〉
と
侮
る
の
で
あ
る
。

芥
川
が
「
文
放
古
」
の
中
に
敷
い
た
の
は
、〈
芥
川
龍
之
介
〉
を
頂
点
と
す
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は
再
度
強
調
し
て
お
き
た
い
。
芥
川
は
「
文
放
古
」
以
前
に
「
葱
」（『
新
小
説
』

一
九
二
〇
年
一
月
）
や
「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
年
四
月
）
と
い
っ
た
小
説

で
、
締
め
切
り
や
編
集
者
の
存
在
と
い
う
出
版
制
度
上
の
制
約
を
作
品
に
反
映

さ
せ
た
創
作
を
行
い
、
結
果
的
に
そ
れ
ら
は
作
家
自
身
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
内
で

創
作
行
為
を
行
う
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
相
似
た
体
裁
の
小
説
と
な
っ
た
。「
文

放
古
」
も
ま
た
広
告
と
い
う
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
を
反
映
さ
せ

て
創
作
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
と
同
様
で
あ
る
。

先
に
も
引
い
た
『
広
告
す
る
小
説
』
に
お
い
て
、
ウ
ィ
キ
ー
は
〈
広
告
が
重

き
を
置
く
の
は
、
読
み
手
の
「
眼
」
で
あ
り
、
読
む
主
体
の
方
で
あ
る
。
昨
今

の
映
像
批
評
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
な
か
に
そ
れ
を
見
る
主
体
の
あ
り
方
が
視
覚
的

に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、そ
れ
と
ま
さ
に
同
じ
よ
う
に
、

広
告
も
ま
た
、
文
学
が
要
求
し
て
き
た
以
上
に
、
革
新
的
に
異
な
る
「
主
体
性
」

を
持
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
〉
と
い
う
指
摘
を
行
っ

て
い
る
。
広
告
表
現
に
お
い
て
〈
読
み
手
の
「
眼
」〉〈
読
む
主
体
〉
が
意
識

さ
れ
た
よ
う
に
、
読
者
の
存
在
は
「
広
告
す
る
小
説
」
で
あ
る
「
文
放
古
」
で

も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
読
者
を
意
識
し
顕
在
化
さ
せ
た
こ
と
で「
文
放
古
」

は
自
然
主
義
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
は
一
線
を
画
す
、〈
文
学
が
要
求
し
て

き
た
以
上
に
、
革
新
的
に
異
な
る
「
主
体
性
」
を
持
っ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
要

求
〉
す
る
小
説
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
相
対
化

す
る
小
説
を
こ
そ
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
少
な
く

と
も
「
文
放
古
」
で
試
み
ら
れ
た
芥
川
の
こ
う
し
た
実
験
的
な
作
風
は
、
た
と

者
階
級
、
東
京
／
地
方
、
作
家
／
読
者
と
い
っ
た
差
異
化
の
様
態
を
各
種
潜
ま

せ
て
い
る
。
中
産
階
級
に
生
ま
れ
、
東
京
に
住
み
、
作
家
で
あ
る
芥
川
が
本
当

の
意
味
で
自
作
に
対
し
て
批
評
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
れ
ら

の
要
因
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
文
化
資
本
を
元
手
と
し
た
自
身
の
卓
越
化
の
問
題

と
正
面
か
ら
向
か
い
合
う
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
と
い

う
価
値
観
そ
の
も
の
を
疑
い
え
な
か
っ
た
芥
川
は
、〈
あ
た
し
〉
を
自
ら
の
価

値
観
を
脅
か
す
他
者
と
し
て
で
は
な
く
、
未
熟
な
〈
一
知
半
解
の
セ
ン
テ
ィ
メ

ン
タ
リ
ス
ト
〉
と
し
て
設
定
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
中
途
半
端
に
提
示

す
る
と
こ
ろ
で
踏
み
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

観
点
を
提
示
し
な
が
ら
、
問
題
を
そ
れ
以
上
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
の
作
品
の
限
界
を
自
ず
と
露
呈
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
自
身
を
真
に
揺
さ

ぶ
る
こ
と
の
な
い
予
定
調
和
の
中
に
し
か
作
品
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
作
品
を
微
温
的
で
閉
じ
た
体
系
に
終
始
さ
せ
て

し
ま
っ
て
も
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
文
放
古
」
は
広
告
と
し
て
作
品
の
外
部
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
く
機
構
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
構
築
し
た

卓
越
化
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
で
作
品
内
部
に
自
閉
し
、
せ
っ
か
く
の
広
告
性

を
自
壊
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

７
．
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
へ

こ
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
点
も
抱
え
る
「
文
放
古
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
読

者
を
挑
発
し
、
現
実
に
動
か
そ
う
と
す
る
「
広
告
す
る
小
説
」
だ
と
い
う
点
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（
10
）
加
藤
武
雄
「
八
月
文
壇
漫
評
（
３
）」（『
報
知
新
聞
』
一
九
二
二
年
八
月
五
日
）

（
11
）
紅
野
敏
郎
「
二
松
堂
書
店
の
「
表
現
」

―
宇
野
浩
二
・
広
津
和
郎
・
芥
川
龍
之
介

ら
」（『
國
文
學
』
一
九
九
四
年
八
月
）

（
12
）
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
Ａ
・
ウ
ィ
キ
ー
『
広
告
す
る
小
説
』（
富
島
美
子
訳
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
九
六
年
五
月
）

（
13
）『
山
東
京
傳
全
集
　
第
四
巻
』（
山
東
京
傳
全
集
編
集
委
員
会
／
代
表
水
野
稔
編
、
ぺ

り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）

（
14
）
北
田
暁
大
『
広
告
の
誕
生
　
近
代
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
歴
史
社
会
学
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
15
）『
日
本
古
典
文
學
大
系
63
　
浮
世
風
呂
』（
中
村
通
夫
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
七
年
九
月
）

（
16
）
浅
埜
晴
子
「
戯
作
者
と
広
告
　
―
式
亭
三
馬
店
を
例
に
し
て
―
」（『
中
央
大
學
國
文
』

47
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）

（
17
）
木
村
涼
子
『〈
主
婦
〉
の
誕
生
―
婦
人
雑
誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
九
月
）

（
18
）（
３
）
に
同
じ

（
19
）（
３
）
に
同
じ

（
20
）
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
『
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
石
井
洋
二
郎
訳
、

藤
原
書
店
、
一
九
九
〇
年
四
月
）

※ 

「
文
放
古
」本
文
は『
芥
川
龍
之
介
全
集
　
第
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
六
年
九
月
）

に
依
っ
た
ほ
か
、「
私
の
嫌
ひ
な
女
」は
同
全
集『
第
三
巻
』（
一
九
九
六
年
一
月
）、「「
新

潮
」月
評
の
存
廢
を
問
ふ
」は『
第
九
巻
』（
一
九
九
六
年
七
月
）か
ら
引
用
し
た
。
ま
た
、

全
て
の
引
用
に
お
い
て
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
・
傍
線
等
は
適
宜
省
略
し
た
。

―
お
お
に
し
・
ひ
さ
あ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
―

え
ば
後
の
太
宰
治
「
俗
天
使
」（『
新
潮
』
一
九
四
〇
年
一
月
）
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
作
中
に
作
中
人
物
か
ら
作
者
に
宛
て
た
手
紙
が
挿
入
さ
れ
る
と
い
う
、
メ

タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
小
説
の
出
来
を
も
挑
発
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
注
）

（
１
）
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
『
ス
イ
ユ
　
テ
ク
ス
ト
か
ら
書
物
へ
』（
和
泉
涼
一
訳
、
水
声
社
、

二
〇
〇
一
年
二
月
）
に
お
い
て
、
文
学
作
品
が
書
物
と
し
て
存
在
す
る
と
き
に
必
然

的
に
付
与
さ
れ
る
、
奥
付
や
解
説
、
注
、
参
考
文
献
な
ど
の
諸
々
を
パ
ラ
テ
ク
ス
ト

と
呼
び
、文
学
に
お
け
る
周
縁
的
な
も
の
と
し
て
考
察
の
対
象
と
し
た
。
さ
ら
に
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
は
こ
の
概
念
を
物
質
的
な
書
物
の
中
に
含
ま
れ
る
ペ
リ
テ
ク
ス
ト
と
、
書
物

の
外
部
に
位
置
す
る
エ
ピ
テ
ク
ス
ト
と
に
分
類
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に

い
う
な
ら
ば
「
文
放
古
」
は
エ
ピ
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
２
）『
芥
川
龍
之
介
大
事
典
』（
志
村
有
弘
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）

（
３
）
安
藤
公
美
「「
文
放
古
」
の
女
性
読
者
と
男
性
作
家
　
私
信
と
公
論
、
そ
し
て
小
説
」

（『
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
』
３
、二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
４
）
櫻
田
俊
子
「
芥
川
龍
之
介
『
文
放
古
』
論

―
西
鶴
、
菊
池
寛
受
容
と
「
読
む
女
」

の
言
説
」（『
日
本
文
学
論
叢
』
39
、
二
〇
一
〇
年
）

（
５
）（
２
）
に
同
じ

（
６
）
堀
辰
雄
「
芥
川
龍
之
介
論
―
芸
術
家
と
し
て
の
彼
を
論
ず
―
」（
一
九
二
九
年
三
月
）

（『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
　
第
６
巻
』
関
口
安
義
編
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
三
年
九
月
））

（
７
）
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
』（
三
省
堂
、
一
九
四
二
年
一
二
月
）

（
８
）
長
野
甞
一
『
古
典
と
近
代
作
家
―
芥
川
龍
之
介
』（
有
朋
堂
、
一
九
六
七
年
四
月
）

（
９
）
林
政
雄
「「
六
の
宮
の
姫
君
」
ほ
か
　
八
月
々
評
の
つ
ゞ
き
―
（
二
）」（『
時
事
新
報
』

一
九
二
二
年
八
月
三
日
）




