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は
れ
」

重

松

信

弘

O

一

 
 
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
。
或
い
は
語
学
的
に
、
或
い
は
歴
史
的
に
、
或
い
は
美
学
的
・

哲
学
的
に
、
．
精
し
く
考
察
せ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の

 
あ
は
れ
」
と
の
意
義
を
検
討
し
、
源
氏
物
語
の
文
芸
的
感
動
と
し
て
、
そ
れ
を

 
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
早

'
し
く
本
居
宣
長
が
注
目
し
て
、
紫
文
要
領
・
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
な
ど
で
平
語
は

 
「
物
の
あ
は
れ
」
を
書
い
だ
の
だ
と
提
唱
し
て
以
来
、
今
日
ま
で
有
力
な
説
と

 
な
っ
て
い
る
。
，
宣
長
の
説
が
委
曲
を
つ
く
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
目
安
と
し

 
て
考
察
を
す
す
め
る
が
、
そ
の
説
で
問
題
と
な
る
主
な
点
は
、
e
「
あ
は
れ
」

 
と
「
物
の
あ
は
れ
」
と
の
関
係
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
口
「
現
世
的

 
あ
は
れ
」
だ
け
を
認
め
て
、
 
「
精
神
的
あ
は
れ
」
の
意
義
を
正
し
く
認
め
て
い

な
い
こ
と
、
日
そ
の
「
あ
は
れ
」
ぽ
雅
び
の
情
を
主
と
し
、
源
語
全
体
の
文
芸

附
感
動
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

 
 
「
あ
は
れ
」
の
品
詞
は
感
動
詞
が
根
元
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
名
詞
が
生
じ
、

 
こ
れ
を
根
幹
と
し
て
種
々
の
品
詞
の
語
が
で
き
た
。
即
ち
接
尾
辞
の
う
い
た
名

詞
（
あ
は
れ
さ
・
あ
は
れ
げ
・
あ
は
れ
み
）
動
詞
（
あ
は
れ
む
・
あ
は
れ
が

る
）
形
容
詞
（
あ
は
れ
し
・
あ
は
れ
つ
ぽ
い
）
形
容
動
詞
（
あ
は
れ
な
り
・

あ
は
れ
げ
な
り
）
な
ど
が
で
き
、
ま
た
「
に
」
「
と
」
が
．
つ
い
た
副
詞
的
用

法
も
生
じ
た
。
古
く
記
紀
な
ど
で
は
感
動
詞
だ
け
で
あ
り
、
万
葉
に
な
る
と
感

動
詞
の
ほ
か
に
、
名
詞
が
で
き
て
い
る
。
平
安
時
代
に
な
る
と
名
詞
が
大
い
に

行
わ
れ
、
・
源
氏
物
語
大
成
の
索
引
に
よ
る
と
、
感
動
詞
は
三
十
で
、
名
詞
が
九

十
九
あ
り
、
「
物
の
あ
は
れ
」
が
十
三
あ
る
。
ほ
か
に
形
容
動
詞
は
約
八
百
あ

・
る
が
、
今
日
形
容
動
詞
を
品
詞
と
認
め
な
い
説
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
名
詞

「
あ
は
れ
」
と
、
助
動
詞
「
な
り
」
と
に
分
解
さ
れ
る
。

 
宣
長
が
「
あ
は
れ
と
い
ふ
は
、
も
と
見
る
も
の
、
き
く
物
、
ふ
る
㌧
事
に
、

 
 
 
 
 
 
 
ナ
ゲ
キ

心
の
感
じ
て
出
る
歎
息
の
声
」
 
（
玉
の
小
櫛
y
と
す
る
の
は
、
・
「
あ
は
れ
」
の

根
元
が
感
動
に
あ
る
こ
と
を
い
う
。
大
言
海
で
も
感
動
詞
は
，
「
喜
・
怒
・
哀
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ

楽
、
ス
ベ
テ
、
心
二
感
ズ
ル
ニ
発
ス
ル
声
」
と
し
、
名
詞
で
は
「
優
賞
ム
ベ

 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
タ

キ
コ
ト
。
優
レ
タ
ル
コ
ト
」
と
、
 
「
哀
憐
レ
ム
ベ
キ
コ
ト
。
心
ヲ
傷
ム
ル
コ

ト
」
の
二
種
と
す
る
。
玉
の
小
櫛
で
も
「
あ
は
れ
は
悲
哀
に
は
か
ぎ
ら
ず
、
う

れ
し
き
に
も
、
お
も
し
ろ
き
に
も
、
た
の
し
き
に
も
、
を
か
し
き
に
も
、
す
べ
篤

て
あ
㌧
は
れ
と
思
は
る
㌧
は
み
な
あ
は
れ
也
」
と
い
う
の
で
、
大
言
海
は
玉
の

（一1 ）

源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」



小
櫛
の
説
を
整
理
し
た
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
広
辞
苑
で
は
名
詞
を
こ
ま
か
く

七
種
と
し
、
別
に
感
動
詞
「
あ
は
れ
」
が
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し

て
、
五
種
を
説
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ
フ

 
「
物
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
、
宣
長
は
「
物
と
い
ふ
は
、
云
を
無
い
ふ
、
か

た
る
を
物
語
、
又
物
ま
う
で
、
物
見
・
物
い
み
な
ど
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
物
に

て
、
ひ
ろ
《
い
ふ
と
き
に
添
る
こ
と
ば
な
り
」
 
（
玉
の
小
櫛
）
と
い
う
。
し
か

し
宣
長
の
あ
げ
る
「
物
」
は
す
べ
て
接
頭
辞
で
あ
る
。
 
「
物
の
あ
は
れ
」
の
．

「
物
」
は
、
「
物
」
＋
「
の
」
＋
「
あ
は
れ
」
 
（
名
詞
＋
助
詞
＋
名
詞
）
と
い

う
連
語
の
「
物
」
で
、
性
質
が
違
っ
て
い
る
。
宣
長
は
「
物
」
を
極
め
て
軽
く

み
て
、
 
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
と
を
区
別
し
て
い
な
い
。
こ
の
考
え

方
は
破
綻
を
生
ず
る
が
、
そ
の
事
は
後
で
述
べ
る
。

 
大
言
海
で
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
二
種
に
分
け
て
、
 
「
物
ゴ
ト
降
心
ヲ
傷
マ

シ
メ
、
深
キ
思
ヲ
誘
フ
情
景
」
と
「
有
情
非
情
ニ
ツ
キ
テ
、
動
ク
人
ノ
心
」

と
す
る
。
「
物
の
あ
は
れ
」
を
情
景
と
す
る
の
は
、
理
解
し
が
た
い
が
、
そ
れ

よ
り
も
、
こ
の
解
説
が
常
識
的
で
、
 
「
あ
は
れ
」
と
の
関
連
が
少
し
も
考
え
ら

れ
て
い
な
い
点
に
不
満
が
あ
る
。
 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
「
あ
は
れ
」
に
「
物
」

が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
あ
は
れ
」
の
意
義
を
ふ
ま
え
て
、
考
え
．

ら
る
べ
き
で
あ
る
。

・
広
辞
苑
で
は
「
ω
『
も
の
』
即
ち
対
象
客
観
と
、
 
『
あ
は
れ
』
即
ち
感
情
主

観
の
一
致
す
る
所
に
生
ず
る
調
和
的
情
趣
の
世
界
。
優
美
・
繊
細
・
沈
静
・
観

照
的
の
理
念
」
と
し
、
 
「
ω
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
、
人
の
世
の
な
さ
け
」
と

す
る
。
ω
は
「
あ
は
れ
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ω
の
解
釈
は
久
松
潜
一
博
士
の

説
を
受
け
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。
博
士
は
「
物
の
あ
は
れ
」
は
物
の
中
，

に
見
出
し
た
「
あ
は
れ
」
で
、
 
「
あ
る
が
ま
㌧
の
も
の
の
上
に
見
出
し
た
あ
る

べ
き
世
界
」
だ
と
い
い
（
上
代
日
本
文
学
研
究
二
二
頁
）
、
ま
た
物
は
対
象
で

「
あ
は
れ
」
は
そ
の
物
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
 
「
物
と
あ
は
れ
と
が
相
互
に
限
定

さ
れ
つ
つ
、
情
趣
の
形
象
と
い
ふ
べ
き
境
地
を
構
成
し
、
更
に
そ
れ
を
よ
り
高

次
な
段
階
に
進
展
せ
し
め
る
」
と
も
い
う
（
日
本
文
学
大
蚊
典
第
七
巻
一
八
三

頁
）
。

 
和
辻
哲
郎
博
士
も
「
物
」
に
重
要
な
意
義
を
お
く
。
「
『
も
の
』
は
意
味
と

物
と
の
す
べ
て
を
含
ん
だ
一
般
的
な
限
定
せ
ら
れ
ざ
る
『
も
の
』
で
あ
る
」

「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
と
は
か
く
の
如
き
『
も
の
』
が
も
つ
『
あ
は
れ
』
に
他

な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
」
。
ま
た
こ
の
「
も
の
」
に
は
人
の
心
の
一
つ
の
根
源
が
現

わ
さ
れ
た
も
の
で
「
『
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
畢
意
こ
の
永
遠
の
根
源
へ
の
思

慕
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
（
日
本
精
神
史
研
究
二
四
一
頁
）
。
 
「
永
遠

の
根
源
へ
の
思
慕
」
と
い
う
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
博
士
の
哲

学
で
あ
る
か
ら
問
題
と
し
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
 
「
も
の
」
が
コ
般
的

な
限
定
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
」
を
指
す
と
い
う
点
と
、
 
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は

か
く
の
如
き
「
も
の
」
が
、
も
つ
「
あ
は
れ
」
だ
と
す
る
点
で
あ
る
。

 
「
物
の
あ
は
れ
」
を
「
物
」
が
持
つ
「
あ
は
れ
」
と
す
る
の
は
、
広
辞
苑
の

説
、
久
松
博
士
の
説
と
通
ず
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
、
国
語
学
的

に
み
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

 
「
物
の
あ
は
れ
」
の
よ
う
な
連
語
の
構
造
の
語
は
、
源
氏
物
語
大
成
の
索
引

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

に
よ
る
と
約
八
十
あ
る
。
頻
度
の
高
い
も
の
は
、
物
の
怪
（
五
一
）
物
の
音

（
四
〇
）
物
の
心
（
一
一
二
）
物
の
聞
え
（
一
五
）
物
の
上
手
（
＝
二
）
 
「
物
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
い
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
え

あ
は
れ
」
 
（
＝
二
）
物
の
序
（
＝
一
）
物
の
師
（
＝
）
物
の
映
（
八
）
物
の

 
 
 
 
 
 
く
ま

色
（
六
）
物
の
隈
（
六
）
物
の
た
よ
り
（
六
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ

て
に
お
い
て
、
 
「
物
」
が
加
わ
ら
な
い
も
と
の
語
に
は
、
加
わ
っ
た
語
の
意
味

（2）



が
含
ま
れ
て
」
い
る
。
大
言
海
に
よ
る
と
、
「
け
」
に
は
「
異
」
と
「
病
」
と
「
怪
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
た
た
り

佐
」
の
意
が
あ
り
、
「
怪
・
惟
」
に
は
怪
異
と
、
も
の
の
け
・
崇
の
二
義
が

あ
る
。
 
「
け
」
に
「
物
」
が
つ
い
て
「
物
の
怪
」
と
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
中
の

最
後
の
意
味
を
示
す
。
 
「
ね
」
に
は
「
声
ノ
イ
ロ
ア
ル
モ
ノ
、
細
ク
ヤ
サ
シ
ゲ

ナ
ル
音
」
「
音
・
コ
エ
」
「
泣
ク
声
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
「
物
」
が
っ
く
と

最
初
の
意
味
を
指
す
。
 
「
こ
こ
ろ
」
で
は
六
種
を
説
く
が
、
 
「
物
の
心
」
は
そ

の
申
の
「
コ
ト
ワ
ケ
・
意
味
・
意
義
」
を
指
す
。
 
「
き
こ
え
」
に
は
単
に
聞
え

る
だ
け
の
意
味
と
、
「
聞
伝
フ
ル
コ
ト
・
ウ
ハ
サ
・
ト
リ
サ
タ
」
の
意
味
と
が

あ
り
、
 
「
物
」
が
加
わ
る
と
後
者
だ
け
を
指
す
。
そ
の
他
の
語
に
つ
い
て
も
同

じ
で
あ
る
。

 
「
物
」
が
っ
く
用
語
例
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、
 
「
も
の
」
は
多
義
の
原
語
に
つ

い
て
、
そ
の
中
の
或
る
一
義
-
託
る
も
の
一
を
指
示
す
る
は
た
ら
き
を
し
て
い

る
。
 
「
あ
は
れ
」
の
中
の
「
興
る
も
の
」
が
「
物
の
あ
は
れ
」
で
あ
り
、

 
け

「
怪
」
の
中
の
「
或
る
も
の
」
が
「
物
の
怪
」
で
あ
り
、
「
心
」
の
意
味
の
中

の
「
承
る
も
の
」
が
「
物
の
心
」
で
あ
り
、
 
「
師
」
の
中
の
「
著
る
も
の
」
が

「
物
の
師
」
 
（
芸
能
の
師
）
で
あ
り
、
 
「
色
」
の
中
の
「
去
る
も
の
」
が
「
物

の
色
」
 
（
衣
裳
の
色
）
で
あ
る
。

 
「
物
」
は
決
し
て
対
象
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
 
「
物
の
あ
は
れ
」
を
「
物

」
 
（
対
象
）
が
も
つ
「
あ
は
れ
」
と
す
る
論
法
か
ら
推
す
と
、
 
「
物
の
心
」
は

「
物
」
 
（
対
象
）
が
も
つ
心
と
な
り
、
 
「
物
の
聞
え
」
は
「
物
」
 
（
対
象
）
が

持
つ
評
判
・
噂
と
な
り
、
そ
の
語
義
に
合
わ
な
い
。
-
「
物
し
が
対
象
を
さ
す
と

す
れ
ば
、
 
「
あ
は
れ
」
に
は
対
象
が
な
い
事
に
な
る
。
 
「
あ
は
れ
」
と
感
ず
る

た
め
に
は
必
ず
そ
の
心
の
対
象
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
 
「
物
」
が
加
わ
っ
て

対
象
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
 
「
あ
は
れ
」
に
対
象
が
あ
る
と
す
れ

源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」

ば
、
 
「
物
」
が
対
象
を
指
す
と
い
う
説
は
成
り
立
た
な
い
。
「
物
」
は
「
あ
は

れ
」
の
中
の
「
或
物
」
た
る
意
味
を
表
わ
す
の
で
あ
っ
て
、
 
「
一
般
的
な
限
定

さ
れ
ざ
る
も
の
」
で
は
な
い
。
こ
の
事
は
「
物
の
あ
は
れ
」
の
用
例
か
ら
も
察

知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

 
ω
物
の
あ
は
れ
知
り
す
ぐ
し
は
か
な
き
序
の
な
さ
け
あ
り
、
云
々
。
 
（
帯
木

 
 
一
左
馬
頭
の
言
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ω
か
か
る
さ
ま
の
人
は
物
の
あ
は
れ
知
ら
ぬ
も
の
と
聞
き
し
を
、
云
々
。

 
 
（
柏
木
・
女
三
宮
の
言
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
む
 
 
 
 
 
 

 
㈲
所
に
つ
け
て
こ
そ
物
の
あ
は
れ
も
ま
さ
れ
。
 
（
手
習
・
中
将
の
言
）

な
ど
に
お
い
て
、
 
「
物
」
を
と
り
去
っ
て
「
あ
は
れ
」
と
し
て
も
、
本
質
的
意

義
を
損
ず
る
こ
と
は
な
い
。
特
に
㈹
の
場
合
に
は
こ
の
言
葉
に
つ
づ
い
て
、
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 

将
は
「
山
里
の
秋
の
夜
深
き
あ
は
れ
を
も
物
思
ふ
人
は
思
ひ
こ
そ
す
れ
」
と
歌

を
よ
む
が
、
こ
の
歌
の
「
あ
は
れ
」
は
前
の
「
物
の
み
は
れ
」
と
同
じ
意
味
と

み
て
よ
い
。
 
「
あ
は
れ
」
に
「
物
」
が
っ
く
と
そ
の
意
味
を
限
定
す
る
が
、
限

定
さ
れ
た
意
味
が
原
語
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
両
語
は
本
質
的
に

は
変
ら
な
い
。
し
か
し
限
定
さ
れ
て
い
み
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
同
じ
で
な

い
と
い
え
る
。
ま
た
語
形
も
違
っ
て
い
る
の
で
語
感
も
同
じ
で
は
な
い
。
土
語

は
本
質
的
部
分
で
は
共
通
し
な
が
ら
、
な
お
以
上
の
よ
う
な
違
い
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
両
語
は
い
か
な
る
点
で
共
通
し
、
い
か
な
る
点
で
差
異
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二

「
物
の
あ
は
れ
」
が
「
あ
は
れ
」
と
違
う
主
要
な
点
は
、
．
第
一
に
意
味
す
る

（3）



■

所
が
狭
い
こ
と
、
第
二
に
観
念
的
で
あ
っ
て
、
生
動
す
る
感
動
で
な
い
こ
と
、

第
三
に
人
と
し
て
感
ず
べ
き
感
動
で
あ
っ
て
、
理
想
性
を
帯
び
る
こ
と
な
ど
で

あ
る
。
こ
の
三
点
と
も
「
あ
は
れ
」
に
内
在
す
る
が
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
そ

れ
を
特
立
さ
せ
て
い
る
。

 
第
一
 
源
語
に
「
物
の
あ
は
れ
」
の
用
例
は
十
三
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
大

体
三
種
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
0
は
優
雅
な
情
趣
で
八
例
、
口
は
し
み
み
＼

と
し
た
深
い
感
動
で
三
例
、
日
は
人
間
と
し
て
の
温
か
い
情
愛
（
人
情
）
・
で
二

例
あ
る
。
e
は
例
え
ば
、
前
に
あ
げ
た
ω
㈲
の
如
き
で
あ
り
、
ま
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
む

 
ω
物
の
あ
は
れ
を
も
、
を
か
し
き
事
を
も
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
引
入
り
な
ど

 
 
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
世
に
ふ
る
は
え
ぐ
し
さ
も
、
常
な
き
世
の
つ

 
 
れ
み
＼
も
慰
む
べ
き
ぞ
は
。
 
（
夕
霧
・
紫
上
の
心
）

の
如
き
で
あ
る
。
口
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

 
㈲
秋
の
頃
ほ
ひ
な
れ
ば
、
物
の
あ
は
れ
取
り
重
ね
た
る
心
地
し
て
、
云
々
。

 
 
（
松
風
・
明
石
上
の
心
）

の
如
き
で
あ
り
、
日
は
前
に
あ
げ
た
ω
の
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
あ
は
れ
」
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
「
あ
は
れ
」
は
こ
れ
に
限
ら
な
い
。
．
「
あ
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

れ
、
さ
も
寒
き
年
か
な
」
 
（
末
摘
花
）
 
「
あ
は
れ
な
り
け
る
（
可
憐
な
）
人
か

な
」
（
宿
木
）
の
よ
う
な
、
感
動
詞
や
形
容
動
詞
が
意
味
す
る
も
の
は
、
「
物
の

あ
は
れ
」
に
は
な
い
。
辞
書
類
で
は
「
あ
は
れ
」
の
意
味
を
種
々
に
分
け
て
説

き
、
尊
い
・
有
り
が
た
い
・
め
で
た
い
・
立
派
で
あ
る
・
い
じ
ら
し
い
・
気
の

毒
で
あ
る
・
可
愛
そ
う
だ
（
広
辞
苑
）
な
ど
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
ら
も
「
物
の

あ
は
れ
」
に
は
含
め
難
い
。
 
「
物
の
あ
は
れ
」
の
意
味
は
明
ら
か
に
「
あ
は

れ
」
よ
り
狭
く
そ
の
一
部
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
は
第
二
・
第
三
の
点
か
ら
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 
 
 
 
∫

 
第
二
 
「
あ
は
れ
」
．
は
直
接
心
に
生
動
す
る
感
動
で
は
な
く
、
思
わ
れ
、
知

ら
れ
る
と
い
う
、
観
念
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
「
あ
は
れ
、
い
と
寒
し
や
」

コ
涙
ぐ
み
つ
つ
、
あ
は
れ
深
く
契
り
給
へ
る
」
 
「
怪
し
れ
ぬ
あ
は
れ
、
は
た
限

り
な
く
て
」
な
ど
の
「
あ
は
れ
」
は
、
直
接
心
に
生
動
す
る
感
動
で
あ
る
が
、

「
物
の
あ
は
れ
」
は
こ
．
れ
ら
と
は
ち
が
う
。
前
に
あ
げ
た
ω
㈲
ω
は
「
物
の
あ

 
 
 
 
む
 
む

は
れ
」
を
知
る
の
で
あ
り
、
㈲
は
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
直
接
的
感
動

に
近
い
が
、
そ
れ
で
も
「
心
地
し
て
」
で
あ
る
。
そ
の
他

 
㈲
物
つ
つ
み
せ
ず
、
心
の
ま
㌧
に
物
の
あ
は
れ
も
知
り
が
ほ
作
り
、
云
々
。

 
 
（
胡
蝶
・
源
氏
の
言
）

 
ω
す
べ
て
物
の
あ
は
れ
も
、
，
（
中
子
）
広
う
思
ひ
め
ぐ
ら
す
方
々
添
ふ
事
、

 
 
云
々
。
 
（
幻
・
源
氏
の
言
）

 
㈹
さ
い
ふ
ば
か
り
、
物
の
あ
は
れ
知
ら
ぬ
人
に
も
あ
ら
ず
。
 
（
蜻
蛉
・
匂
宮

 
 
の
心
）

も
「
物
の
あ
は
れ
」
は
知
る
の
で
あ
り
、
思
う
の
で
あ
る
。

 
㈲
を
か
し
き
事
も
物
の
あ
は
れ
も
、
入
が
ら
こ
そ
あ
ん
べ
か
ん
め
れ
、
 
（
濡

 
 
標
・
源
氏
の
心
）

 
⑩
物
の
あ
は
れ
も
面
白
さ
も
残
ら
ぬ
程
に
、
陵
王
の
舞
ひ
て
、
云
々
。
 
（
御

 
 
法
・
地
の
文
）

 
⑪
み
つ
か
ら
取
り
分
く
る
志
に
し
も
、
物
の
あ
は
れ
は
よ
ら
ぬ
わ
ざ
な
り
。

 
 
（
幻
・
源
氏
の
言
）

の
「
物
の
あ
は
れ
」
も
思
わ
れ
、
語
ら
れ
た
も
の
で
い
ず
れ
も
観
念
的
で
あ

る
。
た
だ

 
習
物
の
あ
は
れ
え
す
ぐ
し
給
は
で
、
珍
ら
し
き
も
の
一
つ
弾
き
給
ふ
。
 
（
若

 
 
菜
上
・
源
氏
の
事
）

（4）



 
0
3
木
の
葉
の
音
な
ひ
に
つ
け
て
も
、
過
ぎ
に
し
冷
め
あ
は
れ
取
り
返
し
つ

 
 
つ
、
云
々
。
 
（
朝
顔
・
女
房
達
の
事
）

は
直
接
の
感
動
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
「
え
す
ぐ
し
給
は
で
」
と

か
、
「
取
り
返
し
つ
つ
」
と
か
、
消
極
的
な
表
現
で
あ
り
、
微
温
的
な
感
動
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
も
多
少
あ
る
が
、
全
体
を
概
観
し
て
、
 
「
物
の
あ
は

れ
」
は
殆
ど
直
接
心
に
生
動
す
る
感
動
で
は
な
く
、
思
わ
れ
、
語
ら
れ
た
、
間

接
的
感
動
で
あ
う
て
、
観
念
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
心
に
思
わ
れ
る
用

法
は
「
あ
は
れ
」
に
も
あ
る
。
 
「
深
き
夜
の
あ
は
れ
を
知
る
」
 
「
よ
う
つ
の
あ

は
れ
を
お
ぼ
し
す
て
」
「
お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
ば
か
り
は
、
お
ぼ
し
知
ら
る
れ

ど
」
な
ど
で
あ
る
。
 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
こ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ
」
を
は
つ
ぎ

り
と
指
示
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
更
に
第
三
の
性
質
を
帯
び
て
お

り
、
そ
の
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

 
第
三
 
 
「
あ
は
れ
」
に
は
自
然
発
生
的
ま
た
自
然
存
在
的
な
感
動
も
あ
れ
ば

・
心
あ
る
人
と
し
て
感
ず
べ
き
感
動
も
あ
る
が
、
「
物
の
あ
は
れ
」
は
後
者
だ

け
を
意
味
す
る
。
宣
長
は
「
あ
は
れ
」
を
、
見
聞
す
る
事
物
に
つ
い
て
、
心

 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ゲ
キ

の
感
じ
て
出
る
「
歎
息
の
声
」
と
、
自
然
発
生
的
に
み
る
が
、
、
「
物
の
あ

は
れ
」
に
つ
い
て
は
、
 
「
人
は
何
事
に
ま
れ
、
感
ず
べ
き
事
に
あ
た
り
て
、
感

ず
べ
き
こ
こ
ろ
を
し
り
て
感
ず
る
を
、
も
の
の
あ
は
れ
を
し
る
と
は
い
ふ
を
、

か
な
ら
ず
感
ず
べ
き
事
に
ふ
れ
て
も
、
心
う
こ
か
ず
、
感
ず
る
こ
と
な
き
を
、

物
の
あ
は
れ
を
し
ら
ず
と
い
ひ
、
心
な
き
人
と
は
い
ふ
也
」
と
い
う
。
即
ち

 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
人
と
し
て
感
ず
べ
き
感
動
で
あ
る
ゆ
久
松
博
士
が
「
物
の

あ
は
れ
」
を
「
あ
る
が
ま
㌧
の
も
の
か
ら
、
あ
る
べ
き
も
の
を
見
出
し
、
そ
れ

を
高
揚
せ
し
め
た
境
地
」
と
す
る
事
に
は
、
多
少
行
き
過
ぎ
を
感
ず
る
が
、
理

想
性
を
認
め
て
い
る
点
で
は
、
宣
長
と
通
ず
る
。

■
源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」

 
こ
こ
に
宣
長
が
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」
と
を
区
別
し
な
か
っ
た
こ

と
の
矛
盾
が
出
て
い
る
。
宣
長
は
「
あ
は
れ
」
を
自
然
発
・
生
的
な
歎
息
の
声

で
、
漢
字
の
「
感
」
の
字
に
当
る
と
し
て
、
 
「
よ
き
事
に
ま
れ
、
あ
し
き
事
に

ま
れ
、
心
の
動
き
て
、
あ
㌧
は
れ
と
思
は
る
』
は
、
み
な
感
ず
る
に
て
、
あ
は

れ
と
い
う
詞
」
に
よ
く
あ
た
る
と
い
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
是
非
善
悪
に
か
か
わ

り
の
な
い
感
動
で
あ
る
。
然
る
に
他
方
で
人
と
し
て
感
ず
べ
き
事
に
感
ず
る
の

が
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
に
理
想

性
を
帯
び
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
宣
長
は
弘
徽
殿
女
御
が
桐
壺
帝
の
歎
き
を
よ

そ
に
、
管
絃
の
遊
び
を
し
て
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
ぬ
と
い
う
が
、
実
は

「
月
の
面
白
き
に
、
夜
ふ
く
る
ま
で
遊
び
」
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
月
夜
の

「
あ
は
れ
］
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
自
然
的
な
「
あ
は
れ
」
は
感
じ
て
い
る
が
・

心
あ
る
人
と
し
て
感
ず
べ
き
「
あ
は
れ
」
に
感
じ
な
い
か
ら
「
物
の
あ
は
れ
」

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宣
長
の
立
場
で
は
、
 
「
あ
は
れ
」
は
自
然
的
で
是
非

善
悪
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
そ
の
中
の
「
是
」
で
あ
り

「
善
」
で
あ
る
も
の
、
即
ち
理
想
性
を
帯
び
る
も
の
と
な
る
の
で
、
宣
長
が
両

者
を
区
別
し
な
か
っ
た
の
は
正
し
く
な
い
。

 
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
み
る
に
、
前
の
ω
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
っ
て
、

そ
れ
を
表
わ
し
た
い
こ
と
を
い
い
、
㈲
は
季
節
の
情
趣
を
知
る
も
の
、
⑫
は
場

面
の
情
趣
を
知
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
心
あ
る
人
と
し
て
感
ず
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ま
た
ω
は
出
家
者
は
世
外
の
人
で
、
人
間
の
情
愛
を
知
ら
ぬ
と
い
う
も

の
、
㈲
は
薫
は
浮
舟
の
死
に
、
哀
れ
を
感
じ
な
い
よ
う
な
冷
た
い
心
の
人
で
は

な
い
と
い
う
も
の
で
、
共
に
「
物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ
と
が
、
温
か
い
人
間

の
情
愛
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ω
㈲
に
つ
い
て
、
宣
長

は
「
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
事
に
も
、
よ
う
つ
に
あ
は
れ
知
り
が
ほ
な
る
ふ
る
ま

（5）



ひ
」
が
過
ぎ
て
、
 
「
あ
だ
な
る
」
も
の
で
、
 
「
ま
こ
と
に
は
も
の
の
あ
は
れ
し

ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
心
あ
る
人
と
し
て
「
物
の
あ
は
れ
」
は
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
知
り
顔
な
る
振
舞
は
「
あ
だ
な
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
非
難
さ
る

べ
き
事
で
あ
る
。

 
「
あ
は
れ
」
は
「
物
の
あ
は
れ
」
と
ち
が
っ
て
、
い
つ
で
も
理
想
性
を
持
つ

も
の
で
は
な
い
。
 
「
あ
は
れ
進
み
ぬ
れ
ば
、
や
が
て
尼
に
な
吻
ぬ
か
し
」
 
（
帯

木
・
左
馬
頭
の
言
）
は
、
男
か
ら
逃
避
し
た
女
の
感
情
が
昂
進
す
る
と
、
尼
に

な
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
左
馬
頭
は
こ
の
「
あ
は
れ
」
に
ま
か
せ
た
や
り
方

を
、
思
慮
が
足
り
な
い
と
難
じ
て
い
る
。
源
氏
は
一
夜
空
蝉
を
「
あ
は
れ
知
る

ば
か
り
」
 
（
帯
木
）
口
説
く
が
、
人
妻
空
蝉
は
こ
の
「
あ
は
れ
」
を
知
っ
て
は

な
尉
な
い
の
で
あ
る
。
人
と
し
て
「
物
の
あ
は
れ
」
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
「
あ
は
れ
」
は
必
ず
し
も
知
る
べ
き
で
な
い
。
も
と
よ
り
知
っ
て
よ
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

．
「
あ
は
れ
」
も
少
く
な
い
。
 
「
山
里
の
あ
は
れ
知
ら
る
る
声
々
に
と
り
集
め
た

る
朝
ぼ
ら
け
か
な
」
 
（
総
角
・
薫
の
歌
）
の
「
あ
は
れ
」
も
、
■
「
お
り
ふ
し
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り

花
紅
葉
に
つ
け
て
、
あ
は
れ
を
も
な
さ
け
を
も
交
は
す
に
、
に
く
か
ら
ず
物
し

給
ふ
あ
興
り
、
云
々
」
 
（
豊
本
。
薫
の
心
）
の
「
あ
は
れ
」
も
、
心
あ
る
人
の

感
ず
べ
き
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。

 
以
上
を
要
約
す
る
と
、
e
「
物
の
あ
は
れ
」
は
「
あ
は
れ
」
の
一
部
で
、
そ

の
本
質
は
「
あ
は
れ
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
口
生
動
す
る
感
動
で
は
な
く
、
心

に
思
わ
れ
た
感
動
で
あ
っ
て
、
観
念
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
心
あ
る
人
と
し
て

．
感
ず
べ
き
感
動
で
、
理
想
性
を
帯
び
る
も
の
と
な
る
。
「
あ
は
れ
」
「
に
は
こ
の

三
者
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
三
者
が
結
合
し
て
い
る
場
合
は
、
極
め
て

少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
者
、
特
に
口
と
日
と
が
結
合
し
て
い
る

9
点
に
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
の
特
色
が
あ
る
。
こ
の
口
と
国
と
の
結
合
は
偶
然
で

は
な
く
、
口
観
念
的
で
あ
る
故
に
、
日
理
想
性
を
帯
び
得
る
の
で
あ
る
。
生
動

す
る
感
動
は
自
然
的
で
、
理
想
性
を
帯
び
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

 
「
物
の
あ
は
れ
」
が
観
念
的
で
あ
り
、
理
想
性
を
持
つ
と
い
う
事
は
、
神
道

・
・
仏
教
・
儒
教
・
陰
陽
道
な
ど
と
対
立
す
る
、
思
想
的
意
義
を
も
つ
こ
と
と
な

る
。
こ
の
思
想
性
も
「
あ
は
れ
」
に
内
在
し
な
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
多

義
で
あ
る
か
ら
、
思
想
性
を
特
立
さ
せ
て
、
定
着
さ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
物
の
あ
は
れ
」
は
「
あ
は
れ
」
の
或
部
分
を
、
即
ち
観
念
的
．
理
想
的
な
部

分
を
特
立
さ
せ
て
、
思
想
的
意
義
を
持
つ
点
で
独
自
の
性
質
・
意
義
が
生
じ
て

い
る
。
そ
れ
は
「
あ
は
れ
」
か
ら
離
脱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
浄
化
し

た
よ
う
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
。

三

 
畳
語
が
「
あ
は
れ
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
の
中
の
人
々
が
「
あ
は

れ
」
に
感
動
す
る
こ
と
を
描
く
と
い
う
こ
之
で
あ
る
。
人
々
が
感
動
す
る
「
物

の
あ
は
れ
」
の
内
容
は
、
甚
だ
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
要
な
も
の
は
男
女
間
に

お
け
る
愛
情
で
あ
り
、
和
歌
・
物
語
・
歌
舞
・
絵
・
書
な
ど
の
芸
術
芸
能
の
美

で
あ
り
、
花
鳥
風
月
な
ど
の
自
然
の
美
で
あ
り
、
容
姿
・
教
養
・
気
立
な
ど
．
の

人
間
の
美
で
あ
り
、
人
間
関
係
に
お
け
る
人
情
の
美
な
ど
で
あ
る
。
源
語
の
人

々
は
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
 
「
あ
は
れ
」
の
情
趣
を
充
足
さ
す
こ
と
を
望
み
、
そ

れ
を
生
活
理
想
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
少
く
と
も
宣
長
の
説
く
「
物

の
あ
は
れ
」
の
内
容
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
物
・
事
象
に
お
け
る
美
的
感
動
で

あ
り
、
す
べ
て
は
現
世
生
活
充
足
の
た
め
の
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
つ
し
か
し
源

語
に
は
仏
教
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
否
定
す
る
「
あ
は

（6）



れ
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
十
分
知
り
な
が

ら
、
宗
教
的
に
高
貴
な
も
の
を
求
め
る
た
め
、
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
放
棄
す

る
も
の
で
、
 
「
宗
教
的
あ
は
れ
」
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
道
徳
的
理
想
の
た
め

に
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
放
棄
す
る
事
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
る
「
あ
は

れ
」
も
あ
り
、
そ
れ
・
は
「
道
徳
的
あ
は
れ
」
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
芸
術
・
芸

能
・
学
問
な
ど
の
理
想
を
追
求
す
る
場
合
に
も
生
ず
る
。
そ
れ
で
こ
こ
で
は
何

か
の
理
想
を
追
求
す
る
た
め
、
 
「
現
世
的
あ
は
れ
」
と
衝
突
し
て
生
ず
る
「
あ

は
れ
」
を
、
 
「
精
神
的
あ
は
れ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

 
宣
長
も
仏
教
か
ら
深
い
「
あ
は
れ
」
の
生
ず
る
事
実
は
認
め
て
い
る
。
仏
道

は
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
情
欲
を
絶
つ
の
忍
び
が
た
き
道
で
あ
り
、
「
あ
は
れ
」
を

知
っ
て
は
行
い
が
た
く
、
「
し
ひ
て
心
づ
よ
く
あ
は
れ
し
ら
ぬ
も
の
に
な
り
て

お
こ
な
ふ
道
」
で
あ
る
。
「
そ
は
し
ば
し
あ
は
れ
を
し
ら
ぬ
や
う
な
れ
ど
、
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む

き
よ
の
闇
に
ま
ど
は
む
を
、
あ
は
れ
み
て
の
を
し
へ
な
れ
ば
、
其
道
よ
り
い
へ

む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 

ば
、
ま
こ
と
は
物
の
あ
は
れ
を
深
く
し
れ
る
也
。
儒
の
を
し
へ
な
ど
も
、
そ
の

心
ば
へ
は
同
じ
こ
と
そ
か
し
」
 
（
玉
の
小
櫛
・
以
下
同
）
と
い
う
。
ま
た
「
仏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 

の
道
と
い
ふ
物
は
殊
に
も
の
の
あ
は
れ
を
ば
す
つ
る
道
」
で
、
儒
よ
り
も
き
び

し
く
、
 
「
人
の
情
に
は
遠
か
る
べ
き
道
」
で
あ
る
が
、
却
っ
て
人
の
心
を
動
か

す
も
の
で
、
人
々
は
こ
の
道
に
心
を
傾
け
や
す
い
。
仏
道
に
入
り
身
を
や
つ
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 

て
、
山
奥
で
修
行
す
る
こ
と
な
ど
は
、
「
さ
る
か
た
に
つ
け
て
物
の
あ
は
れ
深

む
 
 
む
 
 
 

き
こ
と
お
ほ
き
に
よ
り
」
こ
の
物
語
で
も
源
氏
を
は
じ
め
心
深
い
人
は
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
を
思
う
が
、
こ
れ
は
「
さ
る
な
ら
ひ
に
な
り
ぬ
る
よ
の
人
の
情
の
も
の
の
あ

 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
 
 
 
む
 
 
 

は
れ
」
で
あ
り
、
仏
の
道
を
知
ら
す
た
め
で
は
な
く
、
「
た
だ
そ
の
す
ぢ
に
つ

 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
む
 
 
 

き
て
の
あ
は
れ
を
見
せ
た
る
も
の
」
だ
と
い
う
。

 
仏
の
道
が
人
の
情
に
遠
く
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
す
つ
る
道
」
で
あ
る
の
に
、

源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」

e
何
故
人
が
心
を
傾
け
る
の
か
。
口
「
あ
は
れ
」
を
否
定
し
て
、
何
故
「
あ
は

れ
」
が
生
ず
る
の
か
。
日
そ
の
「
あ
は
れ
」
の
性
質
は
い
か
な
る
も
の
か
。
「
あ

は
れ
」
を
人
の
性
情
に
基
礎
づ
け
て
、
そ
の
性
質
を
説
く
宣
長
は
、
当
然
こ
の

異
質
的
な
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
彼

は
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
正
し
く
は
答
え
て
い
な
い
。
e
に
つ
い
て
、
 
「
さ
る

な
ら
ひ
に
な
り
ぬ
る
よ
」
の
「
物
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
事
実
を

い
う
だ
け
で
、
理
由
の
説
明
で
は
な
い
。
ま
た
「
さ
る
か
た
に
つ
け
て
物
の
あ

は
れ
」
が
深
い
か
ら
だ
と
も
い
う
が
、
人
々
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
求
め
て
仏

道
に
心
を
傾
け
6
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
「
物
の
あ
は
れ
」
を
否
定
し
て
、

「
物
の
あ
は
れ
」
を
求
め
る
と
い
う
矛
盾
に
陥
る
。
口
に
つ
い
て
は
「
其
道
よ

り
い
へ
ば
深
く
あ
は
れ
」
を
知
る
と
い
う
が
、
物
語
は
文
芸
で
あ
る
か
ら
「
其

道
」
か
ら
で
は
な
く
、
 
「
文
芸
」
の
立
場
で
「
あ
は
れ
」
が
生
ず
る
理
由
を
説

く
べ
き
で
あ
る
。
日
に
つ
い
て
は
た
だ
「
さ
る
か
た
に
つ
け
て
」
「
物
の
あ
は

れ
」
が
深
い
と
か
、
・
「
た
だ
そ
の
す
ぢ
に
つ
き
て
の
あ
は
れ
」
と
か
、
外
面
的

事
象
を
い
う
だ
け
で
、
性
質
は
説
い
て
い
な
い
。
宣
長
は
「
現
世
的
あ
は
れ
」

の
立
場
で
「
精
神
的
あ
は
れ
」
を
説
こ
う
と
す
る
が
、
両
者
は
性
質
が
違
う
の

で
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

 
「
精
神
的
あ
は
れ
」
は
人
間
自
然
の
性
情
に
立
つ
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
、

入
間
が
向
上
を
希
求
す
る
、
理
想
性
に
基
づ
く
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。
文
芸
的

感
動
は
宣
長
の
考
え
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
然
の
性
情
に
基
づ
く
だ
け
で
は
な

く
、
理
想
を
追
求
す
る
心
か
ら
も
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
宗
教
や
道
徳
の
理
想
に

生
き
よ
う
と
し
て
、
理
性
や
意
志
の
力
で
自
然
の
性
情
を
抑
え
る
事
に
よ
っ
て

生
ま
れ
る
感
動
で
、
崇
高
美
・
悲
壮
美
の
性
質
を
帯
び
る
。
e
仏
教
に
人
々
が

心
を
傾
け
る
の
は
、
高
貴
な
理
想
に
心
を
傾
け
る
た
め
で
あ
り
、
⇔
こ
の
理
想

（7）



を
求
め
る
心
が
、
自
然
的
心
情
（
現
世
的
あ
は
れ
を
求
め
る
心
）
と
衝
突
す
る

た
め
、
 
「
精
神
的
あ
は
れ
」
が
生
じ
、
日
そ
の
「
あ
は
れ
」
は
崇
高
」
悲
壮
な

ど
の
性
質
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。

 
物
語
の
人
々
は
一
般
的
に
は
、
 
「
現
世
的
あ
は
れ
」
に
生
き
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
が
、
心
あ
る
人
々
は
現
世
の
い
と
な
み
の
は
か
な
さ
を
思
い
、
来
世
の

応
報
を
思
い
、
極
楽
永
遠
の
楽
果
を
思
っ
て
、
仏
道
に
心
を
寄
せ
る
。
 
「
現
世

的
あ
は
れ
」
は
人
々
が
追
求
す
る
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
が
、
 
「
精
神
的
あ
は

'
れ
」
は
宗
教
を
求
め
る
こ
と
に
伴
謝
す
る
も
の
で
、
目
的
的
に
求
め
る
も
の
で

は
な
い
。
宣
長
が
仏
道
は
「
さ
る
か
た
に
つ
け
て
物
の
あ
は
れ
」
が
深
い
か
ら

人
々
が
心
を
寄
せ
る
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
。
人
々
は
仏
道
に
宣
長
の
い

う
よ
う
な
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
を
求
め
て
は
い
な
い
。
．
「
現
世
的
あ
は
れ
」
は

仏
道
と
対
立
し
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
仏
道
を
求
め
る
所
に
、
「
精
神
的
あ
は
れ
」

は
生
ま
れ
る
。

 
源
語
に
は
「
精
神
的
あ
は
れ
」
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
紫
上

 
 
 
 
 
 
 
り

や
源
氏
の
晩
年
の
心
境
に
も
み
ら
れ
る
が
、
特
に
著
し
い
も
の
は
宇
治
十
帖
の

八
宮
・
そ
の
娘
大
君
・
浮
舟
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
塁
上
は
女
三
宮
の
降
嫁
に
よ

 
っ
て
、
身
の
不
安
を
感
じ
て
出
家
し
よ
う
と
す
る
。
源
氏
に
と
め
ら
れ
で
果
た

さ
な
い
が
、
人
の
世
の
無
常
を
思
う
そ
の
心
情
に
は
、
さ
び
し
く
悲
し
い
も
の

が
あ
る
。
源
氏
は
紫
上
の
死
後
こ
の
世
に
生
き
る
望
み
を
失
っ
て
、
．
幻
の
巻
で

出
家
の
心
構
を
養
う
が
、
諦
観
と
愛
惜
と
悔
恨
と
を
交
え
た
、
寂
蓼
の
思
い
で

、
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
心
は
仏
道
に
生
き
る
喜
び
よ
り
も
、
 
「
現
世
的
あ
は

れ
」
を
棄
て
る
淋
し
さ
が
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
あ
は
れ
」
を
描
《

物
語
と
し
て
は
当
然
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぞ
く
ひ
じ
り

 
餌
壷
が
晩
年
出
家
を
望
み
な
が
ら
「
俗
画
」
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
れ
を
決

行
し
得
な
か
っ
た
の
は
、
二
人
の
娘
の
将
来
が
不
安
な
た
め
で
あ
る
。
余
命
い

く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
、
つ
い
に
娘
を
見
捨
て
て
山
寺
に
入
る
が
、
そ

の
時
に
は
「
見
ゆ
つ
る
人
も
な
く
、
心
細
げ
な
る
御
有
様
ど
も
を
、
打
捨
て
て

む
が
い
み
じ
き
こ
と
。
さ
れ
ど
さ
ば
か
り
の
事
に
妨
げ
ら
れ
て
、
長
き
夜
の
闇

に
さ
へ
惑
は
む
が
や
く
な
さ
」
 
（
椎
本
）
と
、
心
を
鬼
に
す
る
。
仏
道
に
入
る

た
め
に
、
娘
の
事
を
「
さ
ば
か
り
の
事
」
と
振
り
捨
て
る
の
は
、
悲
壮
で
あ
る

が
、
潜
在
す
る
無
意
識
の
心
で
は
奮
起
を
す
て
得
な
か
っ
た
。
山
寺
で
亡
く
な

っ
て
も
迷
え
る
魂
と
な
り
、
わ
が
子
中
君
の
夢
に
在
俗
の
姿
で
さ
ま
よ
ひ
、
宇

治
の
阿
武
梨
の
夢
で
は
成
仏
で
き
な
い
か
ら
、
供
養
を
し
て
く
れ
と
頼
む
。
そ

れ
で
大
君
は
父
に
罪
を
作
ら
せ
た
と
心
を
痛
め
る
。
八
宮
は
仏
道
の
願
い
と
、

恩
愛
の
思
い
と
に
、
心
緒
を
乱
し
た
悲
し
い
人
間
で
あ
る
。

 
大
君
は
不
遇
な
わ
が
身
の
上
を
思
い
、
恋
愛
や
栄
花
の
頼
み
が
た
さ
を
思
っ

て
、
 
「
ま
め
人
」
薫
の
心
を
つ
く
し
て
の
再
三
の
求
婚
に
も
応
ぜ
ず
、
病
死
を

願
い
、
死
ね
な
い
な
ら
ば
、
出
家
し
よ
う
と
思
う
が
、
つ
い
に
病
死
す
る
。
そ

れ
は
正
編
の
女
が
願
い
求
め
た
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
、
た
の
む
に
足
ら
な
い

も
の
と
し
て
、
仏
道
に
心
を
寄
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
心
ば
潜
血
の
よ
う

に
、
欣
求
浄
土
の
願
い
の
た
め
に
、
 
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
捨
て
る
の
で
は
な

く
、
恋
愛
や
栄
花
を
頼
む
に
足
り
な
い
と
す
る
思
い
が
先
行
し
て
、
安
住
の
場

を
仏
道
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
恋
愛
や
栄
花
を
は
か
な
む
現
世
厭

離
の
心
を
懐
く
こ
と
が
、
既
に
仏
道
無
常
の
思
想
で
啓
培
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
薫
の
求
婚
を
容
れ
な
い
大
君
の
心
は
、
現
世
の
「
あ
は
れ
」
に
生
き
る
立

場
か
ら
は
全
く
異
常
で
あ
り
、
女
房
達
の
中
に
は
「
世
の
人
の
い
ふ
め
る
怖
ろ

し
き
神
ぞ
つ
き
奉
り
つ
ら
む
」
 
（
総
角
）
と
い
う
程
で
あ
る
が
、
そ
の
心
は
わ

が
身
を
思
い
、
父
を
思
い
、
妹
を
思
っ
て
、
千
々
に
砕
け
て
、
ま
こ
と
に
哀
切

（8）



で
あ
る
。

 
．
浮
舟
も
薫
に
か
く
ま
わ
れ
、
匂
宮
が
通
う
頃
は
、
正
篇
の
女
と
同
じ
「
現
世

的
あ
は
れ
」
に
生
き
る
女
で
あ
っ
た
が
、
身
の
処
置
に
窮
し
て
死
を
は
か
り
、

助
け
ら
れ
て
か
ら
の
心
境
は
一
変
し
て
、
ひ
た
す
ら
現
世
か
ら
は
な
れ
て
、
仏

道
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
即
ち
「
ひ
た
ぶ
る
に
無
き
も
の
と
人
に
見
聞
き
す
て

ら
れ
て
も
や
み
な
ば
や
」
（
手
習
・
以
下
同
）
と
思
い
詰
め
、
愛
護
し
て
く
れ
る

尼
（
横
川
の
僧
都
の
妹
）
の
厚
情
に
背
い
て
、
無
理
に
出
家
す
る
。
そ
し
て
一
，
思

ひ
も
よ
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
事
も
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
い
と
う
と
ま
し
。
す
べ

て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
、
人
に
見
捨
て
ら
れ
て
や
み
な
む
」
と
、
世
捨
人
に
な

る
決
意
を
固
く
す
る
が
、
浮
舟
も
大
君
と
同
じ
よ
う
に
、
欣
求
浄
土
の
思
い
よ

り
も
、
現
世
厭
離
の
思
い
が
先
行
し
て
い
る
。

 
感
奮
は
仏
道
に
入
る
た
め
、
大
君
は
薫
の
愛
情
が
信
ぜ
ら
れ
な
い
た
め
、
浮

・
舟
は
犯
し
た
罪
の
思
い
の
た
め
、
共
に
「
現
世
的
あ
は
れ
」
を
放
棄
し
た
。
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
こ
ろ

人
の
心
は
「
あ
は
れ
」
説
の
立
脚
す
る
、
人
の
情
の
ま
こ
と
に
背
く
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
精
神
的
あ
は
れ
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

現
世
離
脱
は
仏
教
と
し
て
は
推
賞
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
往
生
伝
は
そ

の
立
場
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
物
語
は
そ
の
棄
却
を
慣
習
す
る
立
場
で
描
か
れ

る
。
そ
の
哀
嬰
．
の
心
の
奥
底
に
は
、
高
貴
な
も
の
を
求
め
る
心
が
潜
ん
で
お

り
、
単
な
る
悲
哀
寂
蓼
で
は
な
い
が
、
希
望
の
喜
び
は
殆
ど
表
に
は
出
ず
、
僅

か
に
浮
舟
に
お
い
て
そ
れ
を
み
る
が
、
そ
れ
と
て
も
弱
く
、
物
語
全
般
と
し
て

は
歓
喜
崇
高
の
趣
よ
り
も
、
悲
哀
悲
壮
の
感
動
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
「
現
世
的
あ
は
れ
」
と
変
ら
な
い
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
生
の
問
題

i
い
か
に
難
く
べ
き
か
の
問
題
一
を
命
が
け
で
考
え
て
生
じ
た
「
あ
は
れ
」
で

あ
る
か
ら
、
思
想
的
な
裏
付
け
が
あ
っ
て
、
深
い
趣
の
あ
る
感
動
と
な
っ
て
い

源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」

．
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
源
語
の
後
半
、
特
に
宇
治
十
帖
で
は
、

れ
」
よ
り
も
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

四

「
現
世
的
あ
は

 
宣
長
の
源
語
が
「
物
の
あ
は
れ
」
を
描
い
た
と
す
る
説
に
は
、
そ
の
「
あ
は

れ
」
が
狭
ま
す
ぎ
る
事
と
、
 
「
あ
は
れ
」
以
外
の
情
趣
を
正
当
に
認
め
な
い
事

と
の
欠
点
が
あ
る
。
 
「
此
物
語
は
殊
に
人
の
感
ず
べ
き
こ
と
の
か
ぎ
り
を
、
さ

ま
ざ
ま
に
か
き
あ
ら
は
し
て
、
あ
は
れ
を
見
せ
た
る
も
の
」
 
（
玉
の
小
櫛
）
と

人
の
感
動
の
す
べ
て
が
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
よ
う
に
い
う
が
、
こ
れ
に
つ
づ
い

て
説
く
「
あ
は
れ
」
の
具
体
例
は
、
殆
ど
雅
び
の
情
趣
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
公

私
の
営
み
の
め
で
た
さ
、
四
季
の
花
鳥
風
丹
の
趣
、
人
の
容
姿
品
位
な
ど
を
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ヤ
ビ

の
例
と
し
て
説
く
。
 
「
初
山
．
踏
」
で
も
「
す
べ
て
人
は
雅
の
趣
を
し
ら
で
は

有
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
し
ら
ざ
る
は
、
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ず
、
心
な
き
人

な
り
。
か
く
て
そ
の
み
や
び
の
趣
を
し
る
こ
と
は
、
歌
を
よ
み
、
物
語
書
な
ど

を
よ
く
見
る
に
あ
り
」
と
い
う
。
「
あ
は
れ
」
は
「
人
の
感
ず
べ
き
こ
と
の
か

ぎ
り
」
で
は
な
く
て
、
和
歌
物
語
な
ど
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
雅
び
の
趣
で
あ

る
。
「
あ
は
れ
」
を
こ
の
よ
う
に
狭
く
解
し
た
の
で
は
、
例
え
ば
、
柏
木
の
悩

み
死
に
す
る
深
い
「
あ
は
れ
」
や
、
宇
治
十
帖
の
「
精
神
的
あ
は
れ
」
な
ど
を

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
宣
長
は
弘
徽
殿
女
御
・
そ
の
父
右
大
臣
・
・
塁
上
の
継
母
な
ど
を
「
物
の
あ
は

れ
」
を
知
ら
な
い
人
と
非
難
し
、
朧
月
夜
や
木
枯
の
女
を
「
物
の
あ
は
れ
」
を

知
り
す
ご
し
て
、
仇
な
る
振
舞
を
す
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
非
難
は
道
義

的
立
場
か
ら
で
あ
っ
て
、
文
芸
的
立
場
か
ら
で
は
な
い
。
文
芸
的
に
は
「
物
の

（9）



あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
人
も
、
知
り
過
ご
す
人
も
、
そ
れ
み
＼
の
趣
が
あ
り
、

意
義
が
あ
る
。
知
ら
な
い
人
に
は
さ
が
な
さ
・
は
し
た
な
さ
・
意
地
悪
る
さ
な

ど
の
趣
が
あ
り
、
知
り
過
ご
す
人
に
は
な
ま
め
か
し
さ
・
す
き
が
ま
し
さ
・
あ

だ
み
＼
し
さ
な
ど
の
趣
が
あ
る
。
た
と
え
「
あ
は
れ
」
が
主
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
物
語
の
世
界
は
構
成
さ
れ
な
い
。
演
劇
に
お
い
て
、
悪
役

も
道
化
役
も
そ
れ
み
＼
の
意
義
が
あ
り
、
能
に
お
い
て
、
シ
テ
の
外
に
、
ワ
キ

も
ツ
レ
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。
物
の
あ
は
れ
の
欠
除
と

過
剰
と
に
対
し
て
は
善
し
悪
し
の
批
判
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
の
文
芸
的
意
義

を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
物
の
あ
は
れ
」
で
な
い
か
ら
、
宣
長

は
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
宣
長
の
情
趣
観

の
狭
さ
が
あ
る
。

 
宣
長
は
螢
の
巻
「
お
ど
ろ
く
し
く
と
り
な
し
け
る
が
、
目
驚
き
て
、
云

々
」
に
対
し
て
、
こ
れ
は
「
あ
は
れ
」
と
は
ち
が
う
「
あ
や
し
く
め
づ
ら
し
き

事
」
で
、
 
「
ま
れ
く
に
は
一
興
に
書
け
る
也
」
と
い
う
。
．
源
語
に
は
お
ど
ろ

く
し
い
情
趣
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
「
非
あ
は
れ
的
」
情
趣
が
少
か
ら
ず
描

か
れ
て
い
る
が
、
宣
長
は
そ
れ
に
殆
ど
注
目
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
夕
顔
の

死
ん
だ
某
院
の
深
夜
の
情
景
に
は
物
お
そ
ろ
し
さ
が
、
ま
た
東
山
に
そ
の
死
体

を
見
に
行
く
事
に
は
悲
痛
な
思
い
が
、
強
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
須
磨
の
暴

風
雨
は
人
々
の
身
も
魂
も
消
え
る
ほ
ど
物
す
ご
く
、
野
分
の
巻
の
野
分
も
ま
た

物
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
り
、
浮
舟
の
倒
れ
て
い
た
宇
治
の
院
の
場
も
、
恐
ろ

し
く
気
味
の
悪
い
さ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
外
的
事
象
で
あ
る
が
、
六
条
御
息

所
の
怨
念
は
生
霊
死
霊
の
物
の
怪
と
な
っ
て
、
そ
の
う
と
ま
レ
さ
が
強
く
描
か

れ
て
い
る
。
葵
上
の
加
持
の
場
で
、
み
ず
か
ら
源
氏
に
な
ま
め
か
し
く
語
り
か

け
る
う
と
ま
し
い
妖
気
、
紫
上
の
加
持
の
場
で
、
加
持
僧
が
、
 
「
頭
よ
り
ま
こ

と
に
金
け
ぶ
り
を
立
て
て
」
祈
る
と
い
う
物
す
さ
ま
じ
い
状
景
な
ど
も
、
ま
こ

と
に
感
興
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
衷
た
女
三
宮
と
密
通
し
て
源
氏
を
恐
れ
る
柏

木
の
心
は
、
悔
し
く
、
悲
し
く
、
や
る
せ
な
い
思
い
で
、
哀
切
極
ま
り
な
い
も

の
で
あ
り
、
浮
舟
に
も
生
き
て
再
び
人
々
に
顔
が
合
せ
ら
れ
な
い
噺
憐
の
思
い

が
あ
る
。
以
上
の
諸
例
は
雅
び
の
「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
、
宣
長
は
注
目
し
て

い
な
い
。
こ
れ
は
「
ま
れ
く
一
興
に
書
け
る
也
」
と
い
う
よ
う
な
、
軽
い
意

味
の
も
の
で
は
な
く
、
描
く
べ
き
必
要
が
あ
っ
て
描
い
た
情
趣
で
あ
る
。

 
要
語
に
は
「
非
あ
は
れ
」
的
情
趣
が
少
か
ら
ず
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
表

わ
す
語
で
比
較
的
頻
度
の
高
い
も
の
を
あ
げ
る
と
、
い
み
じ
（
六
九
一
）
 
浅

ま
し
（
二
〇
七
）
 
憎
し
（
一
七
七
）
 
わ
り
な
し
（
一
六
七
）
 
う
た
て
（

一
五
〇
）
 
恐
ろ
し
（
二
二
三
）
 
つ
れ
な
し
（
一
〇
九
）
 
う
ら
め
し
（
一

〇
六
）
 
ね
た
し
（
七
〇
）
 
お
ど
ろ
-
重
し
（
七
〇
）
 
心
づ
き
な
し
（
六

八
）
 
す
さ
ま
じ
（
四
七
）
 
す
ご
し
（
三
八
）
 
か
た
く
な
し
（
三
一
）

も
の
し
（
三
〇
）
 
な
ど
が
あ
る
。
 
（
括
孤
内
の
数
は
頻
度
数
で
そ
の
三
〇
以

上
を
あ
げ
た
）
。
韓
語
に
は
こ
の
よ
う
な
「
非
あ
は
れ
」
的
意
味
を
表
わ
す
語

で
、
 
「
非
あ
は
れ
」
的
な
趣
が
少
か
ら
ず
描
か
れ
て
お
り
、
決
し
て
「
あ
は

れ
」
だ
け
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

」
警
語
に
は
雅
び
の
「
あ
は
れ
」
を
主
と
す
る
「
現
世
的
あ
は
れ
」
の
ほ
か

に
、
0
「
精
神
的
あ
は
れ
」
が
あ
り
、
口
宣
長
が
非
難
し
た
「
物
の
あ
は
れ
」

欠
除
と
過
剰
と
の
趣
が
あ
り
、
日
夕
顔
の
死
以
下
で
具
体
的
に
例
に
し
た
よ
う

な
外
面
的
・
内
面
的
な
強
い
感
興
が
あ
り
、
四
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
強
く
な
く
て

も
、
 
「
非
あ
は
れ
的
」
な
感
動
語
が
示
す
よ
う
な
、
多
種
多
様
な
「
非
あ
は
れ

的
」
情
趣
が
描
か
れ
て
い
惹
。
こ
れ
ら
の
情
趣
は
そ
れ
自
体
で
文
芸
的
意
義
を

持
う
と
共
に
、
そ
れ
み
＼
が
映
発
譜
調
し
て
、
源
語
．
全
体
の
複
合
美
の
世
界
を

（10）



構
成
し
て
い
る
。
源
語
の
情
趣
の
主
潮
が
「
あ
は
れ
」
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
だ
け
で
は
一
味
単
調
に
な
り
、
そ
の
特
色
も
発
揮
さ
れ
な
い
。
源
語
の
文
芸

的
感
動
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
雅
び
の
「
あ
は
れ
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の

情
趣
の
存
在
と
、
そ
の
性
質
意
義
に
も
、
考
え
を
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
以
上
考
察
し
て
き
た
所
を
要
約
す
る
と
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
は
「
あ
は
れ
」

の
中
の
回
る
部
分
-
人
と
し
て
感
ず
べ
き
理
想
性
を
帯
び
る
も
の
一
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
事
、
宣
長
の
説
く
「
現
世
的
あ
は
れ
」
の
ほ
か
に
、
 
「
精
神
的

あ
は
れ
」
が
あ
り
鴇
そ
れ
は
源
語
の
終
り
に
な
る
程
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
て
い
る
事
、
 
「
あ
は
れ
」
が
源
語
の
主
潮
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
と

異
な
る
種
々
の
情
趣
が
あ
っ
て
、
互
に
映
発
譜
調
し
て
複
雑
な
情
趣
の
世
界
を

構
成
し
、
そ
の
こ
ど
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
の
特
色
も
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
事

と
な
る
。
そ
の
間
に
お
い
て
、
 
「
物
の
あ
は
れ
」
に
「
あ
は
れ
」
を
は
る
か
に

超
越
す
る
高
遠
な
意
義
を
考
え
る
の
は
、
根
拠
の
乏
し
い
抽
象
論
で
あ
る
事
、

源
語
の
情
趣
が
「
現
世
的
あ
は
れ
」
だ
け
で
あ
る
か
の
如
く
思
う
の
は
、
事
実

を
無
視
し
た
狭
い
考
え
で
あ
る
事
な
ど
を
指
摘
し
た
。
・
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源
氏
物
語
の
「
あ
は
れ
」
と
「
物
の
あ
は
れ
」


