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1
前
書
き
 
幸
田
．
露
伴
は
諸
分
野
に
わ
た
っ
て
視
野
の
ま
こ
と
に
広
い
入
で

あ
る
。
そ
の
う
え
考
え
の
奥
が
深
く
、
心
の
丈
が
高
く
、
限
界
は
筆
者
の
目
の

届
か
な
い
所
に
あ
る
。
た
だ
こ
の
人
が
物
を
見
、
事
を
考
え
る
時
の
、
心
の
態

度
や
か
向
に
は
い
つ
も
大
よ
そ
の
決
ま
り
が
あ
る
こ
と
を
感
ず
る
。
こ
れ
も
や

は
り
霧
中
を
見
透
か
す
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、
私
な
り
の
模
索
を
試
み
る
。

観
察
の
対
象
は
俳
人
芭
蕉
に
言
及
す
る
類
の
作
品
と
す
る
。
範
囲
は
極
度
に
狭

小
で
あ
る
が
、
資
料
は
必
ず
し
も
不
足
に
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。
露

伴
は
早
く
こ
の
古
人
に
親
し
み
、
敬
重
の
念
は
終
始
変
ら
な
か
っ
た
と
推
測
せ

ら
れ
る
。
敬
愛
尊
重
の
意
を
直
叙
す
る
例
文
か
ら
初
中
後
三
期
の
も
の
を
選
ん

で
、
前
書
き
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
ば

 
1
 
我
は
我
を
殆
ん
ど
芭
蕉
に
奪
ひ
去
ら
れ
て
評
す
べ
き
言
を
出
す
と
ご
ろ

 
を
知
ら
ず
。
微
々
た
る
一
句
の
た
め
に
或
は
悲
し
み
、
或
は
楽
し
み
、
遂
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
ト

 
或
時
は
泣
き
或
時
は
畏
れ
或
時
は
歓
喜
す
る
に
到
り
し
が
、
袋
に
到
っ
て
愛

 
 
 
 
 
 
さ
カ
 
 
 
 
 
 
セ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
と
こ
ろ
 
コ

 
念
火
の
如
く
熾
ん
に
、
旅
行
の
間
も
尚
ほ
翁
が
句
集
を
．
懐
よ
り
離
し
去
る

 
を
得
ざ
り
き
。
（
「
芭
蕉
と
其
角
」
明
2
3
・
1
0
レ
全
集
1
5
二
．
一
）

 
 
こ
の
一
文
が
発
表
せ
ら
れ
る
少
し
前
の
七
月
前
半
は
群
馬
県
赤
城
山
下
に
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の

 
 
時
も
『
俳
諾
一
葉
集
』
の
発
句
編
を
携
え
て
い
た
こ
と
が
、
 
『
地
獄
渓
日
記
』
に
見
え
る
。
な
お

 
同
じ
旅
先
き
か
ら
坪
内
至
高
に
送
っ
た
手
紙
が
あ
り
、
全
集
3
9
に
載
っ
て
い
る
。
蕉
句
を
味
読
吟

 
講
ず
る
当
時
の
心
境
を
細
か
く
切
に
報
ず
る
一
書
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
な
つ
な

2
 
よ
く
視
れ
ば
三
主
さ
く
垣
の
根
の
春
、
春
は
在
ら
ざ
る
と
こ
ろ
も
無
き

な
り
。
天
意
は
幽
草
を
あ
は
れ
み
て
恵
む
、
恵
み
の
在
ら
ざ
る
と
こ
ろ
も
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
か

き
な
り
。
芭
蕉
や
李
玉
難
や
、
其
の
心
の
対
へ
る
境
の
何
ぞ
や
さ
し
く
し
て

、
其
の
眼
の
観
じ
た
る
世
の
何
ぞ
美
は
し
き
。
（
「
ひ
と
り
言
」
大
3
1
全
2
9
・
‘
・
四

、
二
八
）

 
芭
蕉
の
同
じ
こ
の
句
「
よ
く
み
れ
は
詩
花
さ
く
垣
ね
か
な
」
 
（
続
虚
栗
上
・
1
辻
斬
二
五
）
に
つ

 
 
い
て
同
じ
評
者
は
ま
た
こ
う
記
す
。
 
「
蕎
の
花
は
花
と
し
て
は
小
さ
く
見
ど
こ
ろ
も
無
い
花
で
あ

 
 
る
。
そ
れ
に
眼
を
と
め
た
と
こ
ろ
が
此
の
句
の
心
で
あ
る
。
「
よ
く
見
れ
ば
』
と
『
花
さ
く
』
と

 
 
の
言
葉
に
力
を
入
れ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
 
（
『
芭
蕉
俳
句
研
究
』
そ
の
四
 
大
1
0
i

 
 
全
2
5
・
三
〇
五
）
。
小
さ
な
花
に
目
を
と
め
た
古
人
と
細
か
な
心
使
い
の
行
き
届
く
こ
の
判
者
と

 
 
ま
こ
と
に
静
か
で
安
ら
か
で
あ
る
。

3
、
芭
蕉
招
宴
の
献
立
か
く
の
如
し
、
人
は
或
は
其
の
寒
素
を
あ
は
れ
ま
む

も
、
我
は
其
の
清
淡
を
悦
ば
む
。
 
（
「
芭
蕉
、
利
久
の
食
単
」
 
昭
1
6
．
5
一
全
3
1
．

 
三
五
九
）

 
 
露
伴
後
年
の
数
少
い
著
書
の
一
つ
に
『
蝸
牛
庵
飾
石
』
が
あ
る
。
内
容
の
多
面
な
題
材
を
微
か
な

 
連
想
の
糸
で
繋
ぎ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
随
想
や
考
証
を
加
え
た
一
軸
で
あ
る
。
同
書
は
先
ず
芭
蕉
付
句
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↓
う
た
i



 
 
の
一
つ
で
初
編
を
書
き
起
こ
し
、
巻
末
近
い
＝
編
が
と
こ
に
引
い
た
「
食
詰
」
で
あ
る
。
元
禄
七

 
 
年
八
月
芭
蕉
が
郷
里
で
滞
在
中
、
近
親
の
問
で
月
見
の
宴
が
催
さ
れ
、
そ
の
際
の
献
立
表
が
俳
人

 
 
の
自
筆
で
残
っ
て
い
る
。
表
を
そ
の
ま
ま
活
字
に
移
し
て
紹
介
し
、
品
目
ご
と
に
説
明
を
添
え
た

 
 
の
が
こ
の
一
文
で
あ
る
。
僅
か
三
葉
の
記
実
文
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
目
に
見
え
な
い
古
人
の
「

 
 
心
し
ら
ひ
」
を
、
深
く
読
ん
で
如
実
に
示
す
類
の
文
章
で
あ
る
．
。
古
人
へ
の
親
近
が
行
．
聞
に
表
わ

 
 
れ
、
 
「
こ
れ
も
好
し
」
や
そ
れ
に
類
す
る
評
語
が
幾
度
か
重
な
る
。
上
記
の
二
行
は
結
び
の
言
葉

 
 
で
あ
る
。

 
露
伴
が
興
味
を
持
っ
た
先
人
た
ち
は
種
々
様
々
で
あ
る
。
名
の
知
ら
れ
た
人

も
あ
り
、
そ
う
で
な
い
人
も
あ
る
が
、
何
れ
世
の
た
め
に
有
益
な
仕
事
を
し
た

人
々
で
あ
る
。
自
身
は
生
涯
文
章
を
事
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
・
思
想

・
学
術
・
文
芸
の
先
進
た
ち
が
内
外
に
わ
た
っ
て
数
の
多
い
め
も
当
然
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
評
伝
を
思
い
、
作
者
の
人
柄
を
思
え
ば
、
芭
蕉
の
よ
う
な
行
き

方
の
人
に
あ
れ
ほ
ど
の
関
心
を
寄
せ
続
け
た
の
は
む
し
ろ
意
外
な
気
が
す
る
ほ

ど
で
．
あ
る
。
こ
の
古
人
を
ど
う
観
察
し
、
ど
の
点
に
敬
意
を
致
し
た
の
で
あ
る

か
、
、
自
身
の
評
言
を
引
き
つ
つ
な
る
だ
け
は
項
目
に
分
け
て
考
え
て
行
き
た

い
。
文
中
自
ず
と
遠
い
詩
人
近
い
学
人
の
名
が
交
錯
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど

も
、
芭
蕉
を
知
る
の
が
主
眼
で
は
な
い
。
露
伴
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
が

知
り
た
い
の
で
あ
り
、
引
い
て
そ
の
詩
章
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
の

が
目
標
で
あ
る
。

 
皿
思
い
や
り
露
伴
は
絶
え
ず
「
愛
」
の
尊
い
こ
と
を
述
べ
る
。
愛
人
・
家

人
に
懐
く
身
近
か
な
愛
情
か
ら
、
広
く
世
人
に
寄
せ
る
思
い
や
り
、
さ
ら
に
は

一
木
一
石
の
微
を
さ
え
美
し
い
と
す
る
い
た
わ
り
の
情
ま
で
、
「
こ
ま
や
か
に

心
至
り
深
く
し
て
、
や
は
ら
か
な
人
の
情
」
 
（
「
一
瓶
の
申
」
 
大
1
2
1
全
1
9
・
二
〇

八
）
を
称
え
る
こ
と
、
こ
の
人
は
ま
こ
と
に
し
き
り
で
あ
る
。
表
題
に
愛
を
置

ぐ
随
筆
が
前
後
幾
つ
あ
る
こ
と
か
。
結
局
思
い
や
り
に
帰
す
る
文
章
は
恐
ら
く

全
集
の
大
き
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
ま
だ
ま
芭
蕉
は
他
に
対
す

る
温
雅
の
情
と
り
わ
け
豊
か
な
詩
人
で
あ
り
、
そ
の
句
ま
た
そ
の
人
に
適
う
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
お
の
ず
と
心
引
か
れ
、
時
に
学
び
、
時
に
励
ま
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
露
伴
は
こ
の
愛
重
す
る
先
人
の
ま
と
ま
っ
た
評
伝

を
書
き
残
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
時
期
一
時
前
の
生
伝
に
当
た
る

も
の
は
な
い
訳
で
な
く
、
 
「
白
芥
子
句
考
」
 
（
全
集
狛
）
は
そ
の
う
ち
の
注
目
す

べ
き
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
面
芭
蕉
と
杜
国
と
が
交
差
す
る
期
間
の
、
両
者

の
伝
記
で
あ
る
が
、
一
面
ま
た
'
こ
の
師
弟
間
の
人
間
愛
を
描
く
美
し
い
作
品
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
先
ず
こ
の
一
編
に
注
目
す
る
。
・

 
噛
白
け
し
に
は
ね
も
ぐ
蝶
の
か
た
み
か
な
i
芭
蕉
（
泊
船
集
一
・
道
紀
四
四
／
白
芥
子
に
 
初
蝉

 
 
上
・
三
夏
句
一
二
七
）

の
句
意
が
不
明
だ
か
ら
と
人
に
そ
の
解
を
求
め
ら
れ
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
表
題
も
そ
こ
か
ら
出
て
い
る
。
白
げ
し
の
句
は
も

と
も
と
門
弟
の
杜
国
に
贈
っ
た
作
で
あ
る
か
ら
、
考
察
は
門
弟
の
方
へ
移
り
、

そ
の
作
品
と
経
歴
と
が
示
さ
れ
る
。
作
句
は
何
れ
も
暗
く
、
大
き
な
不
安
に
日

夜
責
め
ら
れ
て
い
た
人
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
問
題
外

と
す
る
。
生
伝
の
方
は
す
ぐ
次
に
関
係
あ
る
こ
と
な
の
で
、
「
句
考
」
に
載
せ

る
と
こ
ろ
を
抜
き
書
き
す
る
。
杜
国
は
尾
張
の
彫
工
、
貞
享
元
年
（
＝
ハ
八
四
）

『
冬
の
日
』
の
活
魚
に
同
座
し
て
、
俊
オ
を
発
揮
。
そ
の
後
何
か
の
罪
に
問
わ

れ
、
三
河
湾
の
対
岸
渥
美
半
島
の
先
近
い
一
地
に
隠
れ
る
。
貞
享
四
年
芭
蕉
が

名
古
屋
へ
向
う
旅
の
路
上
で
こ
の
事
を
知
り
、
俳
弟
の
春
曇
を
同
行
と
し
て
遠

路
辺
地
を
尋
ね
、
杜
の
不
幸
を
慰
め
、
前
途
を
励
ま
す
。
同
五
年
（
元
禄
元
）

の
春
、
杜
を
促
し
て
旅
に
出
立
ち
、
吉
野
を
経
て
須
磨
へ
吟
行
（
『
笈
の
小
文
』

所
載
）
。
元
禄
三
年
再
度
の
同
伴
旅
行
を
図
っ
て
実
現
せ
ぬ
ま
ま
、
杜
は
そ
の
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春
死
去
。
翌
四
年
五
月
芭
蕉
は
嵯
峨
の
落
柿
舎
に
居
て
一
夜
杜
の
こ
と
を
夢
に

見
、
覚
め
て
ま
た
涙
を
流
す
。
や
が
て
卒
然
と
同
地
を
去
る
。
以
上
が
記
事
の
、

解
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
貞
享
か
ら
元
禄
の
俳
書
数
部
を
見
れ
ば
、
大

よ
そ
知
ら
れ
る
こ
之
で
あ
り
、
ま
た
誰
し
も
知
っ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
露
伴

が
心
を
費
し
て
確
め
た
い
と
し
た
杜
国
の
罪
状
と
刑
の
内
容
は
古
俳
書
な
ど
か

ら
は
得
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
別
に
地
元
特
志
の
人
の
手
で
発
掘
せ

ら
れ
、
地
元
諸
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
決
着
を
見
る
こ
と
に
な
つ
元
。
空
米
事
件

（
手
持
ち
で
な
い
米
穀
の
売
買
は
当
時
の
違
法
）
に
連
座
し
て
、
尾
張
所
領
か
ら
の
追
放

と
い
う
の
が
事
実
の
由
で
あ
る
。
 
（
石
田
元
季
 
『
俳
文
学
学
説
』
）
。
も
し
露
伴
が

こ
の
真
相
を
知
り
得
て
お
れ
ば
、
考
察
は
随
分
楽
に
進
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
後
も
新
事
実
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
作
者
自
身
の

手
に
よ
る
訂
正
追
補
の
文
は
世
に
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点

は
塩
谷
賛
（
土
橋
利
彦
）
氏
が
推
量
す
る
通
り
、
露
伴
も
上
記
の
発
見
は
聞
い

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
自
己
の
「
句
考
」
を
廃
棄
し
た
の
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
（
『
幸
田
露
伴
」
中
・
三
三
六
）
。
何
れ
に
し
て
も
「
句
考
」
中
の
杜
国

伝
の
部
分
は
大
分
書
替
え
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て

こ
の
心
を
注
い
で
書
か
れ
た
一
編
が
棄
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
思
え
な
い
。

単
に
戸
倉
龍
宮
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
記
の
発
掘
に
よ
っ
て
露
伴
の
推
測

が
い
よ
い
よ
適
確
だ
っ
た
こ
と
の
判
明
す
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
こ
は
反
っ
て
光

を
放
っ
て
く
る
。
透
察
は
た
だ
杜
国
の
事
に
懸
か
る
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は

塩
谷
氏
も
指
摘
す
る
。
氏
は
事
例
の
数
々
を
挙
げ
、
「
何
も
遺
っ
て
い
な
い
手

紙
三
通
の
存
在
を
推
論
レ
て
そ
の
無
き
能
わ
ざ
る
を
読
者
に
信
じ
さ
せ
る
あ
た

り
な
ど
、
こ
と
ご
と
く
掌
を
指
す
が
如
く
で
あ
る
。
」
（
前
記
・
三
三
七
）
と
述
べ

る
、
・
そ
の
通
り
で
あ
る
。
い
ま
は
別
に
俳
人
達
の
人
間
関
係
に
目
を
注
ぎ
、
推

幸
田
露
伴
の
芭
蕉
観
-
思
い
や
り
・
ま
こ
と
↓
う
た
一

驚
指
摘
す
る
部
分
に
言
及
す
る
。
貞
享
年
間
名
古
屋
・
熱
田
・
鳴
海
な
ど
近
隣

の
地
、
ま
た
岐
阜
・
大
垣
な
ど
に
は
著
名
な
俳
人
の
数
は
多
く
、
そ
の
幾
人
か

が
こ
こ
に
も
登
場
す
る
。
そ
れ
を
描
く
作
者
の
筆
は
鮮
明
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性

を
持
っ
た
人
格
と
し
て
生
動
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
対
人
関
係
を
探
る
時
の

目
は
鋭
く
、
批
判
の
言
葉
は
厳
し
い
。
は
た
し
て
露
伴
の
推
測
が
妥
当
で
あ
る

か
ど
う
か
、
こ
れ
は
筆
者
の
判
断
を
越
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
者
に
は
何

の
私
心
も
な
い
。
た
だ
真
実
を
求
め
る
熱
意
だ
け
が
あ
っ
て
、
人
の
心
に
訴
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
作
品
に
流
れ
る
愛
情
で
あ

る
。
与
国
に
対
す
る
芭
蕉
の
行
蔵
は
全
く
慈
念
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
不
幸
な
一

人
を
哀
れ
み
励
ま
す
真
情
の
結
果
だ
と
、
露
伴
は
解
釈
す
る
。
貞
享
四
年
の
往
訪

慰
閥
の
こ
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
翌
年
の
吉
野
行
も
悲
運
の
弟
子
が
出
俗
の

発
心
を
起
こ
す
こ
と
を
ひ
そ
か
に
期
し
て
の
行
事
だ
っ
た
と
推
量
す
る
。
そ
し

て
露
伴
自
身
が
ま
た
こ
の
篤
厚
の
古
人
に
深
い
敬
意
を
懐
き
、
古
今
相
思
の
人

間
愛
が
読
む
人
の
心
に
響
い
て
く
る
。
い
ま
は
た
だ
挿
話
の
一
つ
を
挙
げ
る
だ

け
に
と
ど
め
る
。
杜
国
に
一
人
の
従
僕
が
あ
り
、
主
人
に
付
い
て
離
れ
ず
、
日

夜
身
辺
の
事
を
助
け
て
い
た
。
そ
の
状
を
見
、
そ
の
誠
意
に
感
じ
た
芭
蕉
は
一

文
を
書
い
て
家
僕
に
与
え
、
さ
ら
に
文
末
で
は
杜
国
へ
向
け
て
「
主
も
其
善
を

 
 
 
は
け
つ
い
で

（
俳
書
『
刷
毛
序
』
壮
心
の
ト
ア
リ
）
，
借
る
べ
か
ら
ず
」
と
注
意
を
与
え
、

 
 
先
〔
ま
ず
〕
祝
へ
梅
を
心
の
冬
籠
り
（
荒
野
八
・
璽
祝
遊
船
／
先
い
わ
へ
 
刷
毛
序
上
・
X
初
冬

 
 
四
〇
）

の
一
句
を
添
え
て
い
る
。
 
「
句
考
」
は
こ
の
こ
と
を
記
し
、
芭
蕉
の
温
厚
に
つ

い
て

 
4
 
梅
を
心
の
、
の
句
を
吟
じ
て
、
而
し
て
此
事
を
お
も
へ
ば
、
芭
蕉
が
善

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み

 
を
愛
し
誠
を
感
ず
る
、
詩
人
の
敦
厚
の
風
格
、
宛
と
し
て
坐
る
が
如
し
。
（
既
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山
肖
・
一
六
二
）

と
評
し
て
い
る
。
 
「
白
げ
し
句
考
」
の
こ
と
は
こ
れ
だ
け
に
す
る
。
芭
蕉
も
と

よ
り
温
雅
の
人
、
そ
の
作
品
を
引
い
て
そ
の
点
を
述
べ
る
露
伴
の
評
言
は
調
べ

切
れ
な
い
ほ
ど
に
多
い
。
目
に
し
た
も
の
の
う
ち
短
い
二
章
を
取
っ
て
、
こ
の

項
の
結
び
と
す
る
。

 
5
縛
し
く
れ
猿
も
小
鼠
を
ほ
し
け
也
一
芭
蕉
（
猿
簑
上
・
1
習
事
一
）

 
「
ほ
し
げ
な
り
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
殊
に
結
構
で
あ
る
。
自
他
あ
り
て
自
他
無

 
し
で
あ
る
。
（
『
続
芭
蕉
俳
句
研
究
』
そ
の
＋
一
-
全
2
5
・
三
九
〇
）

 
6
ほ
そ
き
筋
よ
り
恋
つ
の
り
つ
～
一
曲
水

 
 
 
物
お
も
ふ
身
に
も
の
喰
へ
と
せ
つ
か
れ
て
1
翁
〔
芭
蕉
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
ひ
さ
ご
・
1
花
見
一
ニ
ー
＝
二
）

 
芭
蕉
の
句
も
恋
す
る
者
に
徹
底
し
た
同
情
の
あ
る
と
こ
ろ
、
僅
々
せ
っ
か
れ

 
て
の
五
文
字
に
生
け
る
命
を
も
っ
て
現
は
れ
て
る
る
。
 
（
「
俳
譜
に
於
け
る
小
説

 
味
戯
曲
味
」
昭
2
・
9
i
全
2
5
・
五
五
八
）

 
皿
ま
こ
と
 
 
「
思
い
や
り
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
 
「
ま
こ
と
」
は
な
お
一
層

幅
の
広
い
多
義
の
語
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
人
に
対
す
る
誠
意
と
い
う
の
は
、
前

項
皿
の
内
容
と
実
質
上
連
続
し
そ
う
で
あ
る
。
「
思
い
や
り
」
の
方
を
広
く
解

し
て
そ
れ
へ
含
め
、
誠
意
は
こ
こ
で
考
慮
外
と
す
る
。
む
し
ろ
「
自
己
に
忠
実

」
と
「
事
物
の
真
相
」
と
、
こ
の
二
面
に
重
点
を
置
き
、
後
者
の
方
か
ら
先
に

一
考
す
る
。

 
a
真
実
露
伴
は
学
究
で
あ
る
。
事
物
の
実
相
や
現
象
の
真
理
を
厳
し
く
追

求
し
な
が
ら
そ
の
生
涯
を
終
っ
た
と
言
っ
て
も
、
偏
り
過
ぎ
た
論
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
数
多
い
伝
記
・
研
究
・
考
証
そ
の
他
は
す
べ
て
そ
う
し
た
熱
意

と
努
力
の
結
果
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
主
題
は
多
種
多
面
、
多

く
は
当
面
の
観
察
と
直
接
関
係
が
な
く
、
次
に
記
す
事
柄
も
そ
う
で
あ
る
が
、

著
し
い
例
な
の
で
一
言
し
た
い
。
明
治
三
十
七
年
の
こ
ろ
．
露
伴
は
幸
若
舞
曲
に

深
い
関
心
を
持
ち
、
そ
の
考
証
に
意
を
注
い
だ
こ
と
が
あ
る
。
当
時
資
料
は
散

逸
し
て
、
善
集
が
な
く
、
事
実
も
多
く
は
不
明
の
ま
ま
に
棄
て
ら
れ
て
い
る
の

を
不
満
と
し
、
原
曲
正
文
の
収
集
や
故
事
の
探
査
に
自
ら
当
っ
た
。
こ
の
時
の

業
は
後
の
『
新
群
書
類
従
』
「
舞
曲
」
の
部
、
そ
の
並
数
編
に
結
晶
し
て
い

る
。
た
ま
た
ま
斎
藤
童
画
（
八
郎
）
氏
が
富
山
県
に
在
住
し
、
こ
こ
は
調
査
の

上
で
地
理
的
な
便
宜
の
多
い
所
な
の
で
、
同
氏
に
当
て
て
本
文
探
索
や
そ
の
複

写
、
証
跡
追
求
の
こ
と
な
ど
を
依
頼
す
る
手
紙
を
前
後
数
年
送
っ
て
い
る
。
幸

い
そ
れ
が
保
存
せ
ら
れ
、
全
集
3
9
巻
に
も
所
載
、
付
い
て
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
文
辞
は
時
に
急
激
、
時
に
懇
切
、
書
簡
に
は
珍
し
い
感
情
的
な
表
現
を
見

せ
、
そ
の
間
書
者
の
熱
情
が
く
み
取
ら
れ
て
印
象
に
残
る
の
で
あ
る
。
私
信
だ

か
ら
こ
そ
こ
う
し
て
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
追
求
欲
は
厚
く
て
も
、
そ
の
情
を

公
に
は
滅
多
に
し
な
い
人
で
あ
る
。
む
し
ろ
逆
に
真
実
尊
重
を
自
ら
確
か
め
る

よ
う
な
自
制
の
言
葉
は
散
見
す
る
。
1
に
も
引
い
た
古
い
論
考
「
芭
蕉
と
其
角

」
の
前
書
き
で
、
芭
蕉
の
伝
記
を
執
筆
す
る
念
に
駆
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
意

図
を
棄
て
る
由
を
述
べ
て
、
 
「
真
を
誤
る
を
恐
れ
て
」
と
断
っ
て
い
る
。
遙
か

後
年
に
も
な
お
こ
の
用
意
は
変
ら
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

 
7
 
自
分
は
今
芭
蕉
に
就
て
何
か
の
談
を
索
め
ら
れ
て
も
、
願
は
く
は
辞
譲

 
し
て
何
を
も
語
り
た
く
な
い
。
何
故
と
い
へ
ば
万
一
に
も
間
違
を
語
っ
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
て
つ

 
な
ど
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
、
そ
れ
は
後
の
人
の
蹉
跣
の
原
因
に
も
な
り
得
る

 
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
ち
。
 
（
「
芭
蕉
と
西
行
．
杜
子
美
．
黄
庭
堅
」
大
1
4
、
1
0
一
全

 
2
5
・
五
〇
八
）

 
露
伴
は
学
究
で
あ
る
。
一
度
発
表
し
た
論
説
を
後
日
訂
正
増
補
し
て
い
る
例
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は
挙
げ
る
の
も
煩
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
芭
蕉
は
も
と
よ
り
真
実
の
人
、
別

に
こ
こ
で
取
り
立
て
る
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
露
伴
の
評
言
を
一

つ
だ
け
付
載
す
る
。
 
「
白
げ
し
句
考
」
で
は
吉
野
行
を
指
し
て
杜
国
の
発
心
を
、

促
が
す
意
も
潜
め
ら
れ
た
旅
行
と
見
て
い
る
点
は
既
に
記
し
た
。
こ
の
願
い
は

し
か
し
直
ち
に
実
現
・
し
た
訳
で
は
な
い
。
高
野
の
山
寺
に
参
っ
た
時
に
も
下
国

の
心
境
は

 
 
ち
る
花
に
た
ふ
き
は
つ
か
し
奥
の
院
（
笈
小
文
・
1
芳
野
四
五
／
た
ぶ
さ
導
け
り
 
い
つ
を
昔
・

 
 
一
四
二
／
荒
野
七
・
皿
述
懐
四
）

と
述
べ
る
句
意
の
通
り
で
あ
る
。
露
伴
の
意
見
は

 
8
 
已
徹
の
人
た
る
芭
蕉
よ
り
観
れ
ば
、
疾
く
世
を
棄
て
よ
と
思
ふ
も
愚
な

 
る
ぺ
け
れ
ど
、
注
冷
の
境
に
あ
る
杜
国
よ
り
云
へ
ば
、
直
島
の
導
き
も
実
な

 
る
べ
し
。
芭
蕉
の
此
此
を
採
れ
る
も
真
に
即
し
て
偽
に
わ
た
ら
ざ
れ
ば
な
ら

 
ん
。
（
既
出
．
一
七
二
）

の
如
く
で
あ
る
。
未
練
の
弟
子
に
寄
せ
る
同
情
の
こ
と
は
も
う
問
わ
な
い
。
古

人
が
こ
の
句
を
自
己
の
紀
行
文
中
に
採
録
し
て
い
る
事
実
を
目
し
て
「
真
に
即

す
る
」
の
句
だ
か
ら
と
推
す
る
点
に
留
意
す
る
の
み
。

 
対
象
が
一
人
の
経
歴
、
性
格
の
一
面
、
一
句
の
心
理
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で

あ
れ
ば
、
直
接
そ
の
事
に
即
し
て
、
実
状
を
知
り
、
真
偽
の
見
分
け
が
付
き
う

る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
れ
ら
が
自
分
の
心
に
投
げ
る

影
や
形
を
見
て
、
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
し
極
端
に
広
範
な

あ
る
い
は
複
雑
な
事
象
に
向
う
場
合
は
、
相
手
そ
の
も
の
が
既
に
不
明
で
あ

る
。
ま
し
て
そ
れ
に
直
接
し
（
知
覚
す
る
な
ど
は
不
可
能
の
こ
と
と
言
え
る
。

ど
う
し
て
も
心
の
内
観
を
時
間
の
次
元
へ
掛
け
て
感
じ
取
る
の
で
な
け
れ
ば
、

客
観
の
真
実
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
自
分
の

幸
田
露
伴
の
芭
蕉
観
1
思
い
や
り
・
ま
こ
と
↓
う
だ
i

心
に
対
す
る
ま
こ
と
と
い
う
問
題
へ
移
る
。

 
b
真
率
 
露
伴
は
自
己
に
素
直
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
よ
く
言
う
。
手
短
か

な
分
か
り
よ
い
一
文
が
あ
る
の
で
、
先
ず
そ
れ
を
借
り
る
。

 
9
 
親
切
は
入
に
対
す
る
温
み
で
、
真
率
は
自
ら
己
を
欺
か
ぬ
の
で
あ
る
。

 
（
『
普
通
文
章
論
』
 
明
4
1
・
n
一
週
2
7
・
二
八
○
）

 
こ
の
『
文
章
論
」
は
日
常
用
務
の
た
め
に
書
く
文
章
の
心
得
を
述
べ
た
一
書

で
あ
る
。
作
文
の
要
点
と
し
て
「
平
易
・
明
確
・
親
切
・
真
率
・
品
位
」
の
五

条
を
挙
げ
、
そ
の
第
三
と
第
四
に
関
す
る
説
明
が
上
の
例
文
で
あ
る
。
丁
度
よ

い
折
な
の
で
、
こ
の
言
葉
を
借
り
て
こ
れ
ま
で
の
小
考
を
ま
と
め
て
お
く
。
先

の
皿
「
思
い
や
り
」
は
他
人
に
向
か
う
時
の
態
度
、
こ
こ
の
「
ま
こ
と
」
は
自

分
に
対
す
る
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
こ
れ
ら
両
面
が
表

裏
を
為
す
よ
う
な
場
を
求
め
な
が
ら
、
芭
蕉
そ
れ
か
ら
詩
歌
に
つ
い
て
露
伴
が

言
う
と
こ
ろ
を
聞
く
こ
と
に
す
る
。

 
明
治
二
十
叫
年
ま
だ
少
壮
の
こ
ろ
文
学
に
志
す
青
年
に
向
っ
て
講
演
を
行
い

そ
の
席
で
「
無
際
限
の
心
」
と
い
う
の
を
説
い
て
い
る
。

 
1
0
 
無
際
限
と
云
へ
ば
目
に
人
な
く
、
現
在
の
人
も
過
去
の
人
も
何
も
構
は

 
 
 
 
が

 
ぬ
唯
々
我
一
ツ
で
以
て
自
分
の
感
ず
る
所
を
発
揮
す
る
よ
り
外
に
な
い
。

 
（
「
本
箱
退
治
」
一
全
2
9
・
＝
二
）

こ
れ
は
主
と
し
て
創
作
者
の
側
に
立
つ
発
言
で
あ
る
が
、
文
学
を
鑑
賞
研
究
す

る
人
に
つ
い
て
も
同
じ
用
意
を
、
同
じ
く
熱
い
言
葉
で
提
唱
す
る
。

 
1
1
 
人
に
雷
同
せ
ず
、
又
強
ひ
て
人
に
反
抗
も
せ
ず
、
お
の
れ
は
お
の
れ
の

 
欺
か
ざ
る
純
粋
の
感
興
に
照
ら
し
て
、
其
の
篇
什
の
真
価
を
認
め
ん
と
す
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な

 
は
、
…
…
〔
文
学
者
の
〕
必
ず
有
せ
で
は
叶
は
ざ
る
条
件
な
り
と
す
。

 
（
「
潮
待
ち
草
』
四
十
五
「
文
芸
の
評
」
一
全
3
1
・
一
五
四
）
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こ
れ
ら
二
文
の
表
わ
す
意
味
は
明
白
で
あ
る
。
文
学
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「

心
に
素
直
」
は
即
ち
伝
統
や
時
潮
に
拘
束
さ
れ
る
こ
ど
な
く
、
自
己
の
純
粋
な

感
性
に
従
う
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
こ
れ
を
文
学
の
必
要
条
件
と
考
え
て
い
た

こ
と
も
知
ら
れ
る
。
露
伴
は
早
く
か
ら
、
芭
蕉
が
新
し
い
詩
の
世
界
を
開
き
得

た
の
は
、
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
談
林
の
墨
譜
に
疑
問
を
持
ち
、
や
が
て
自
ら

感
じ
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
に
立
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
判
断
し
、

そ
れ
に
言
及
す
る
文
も
僅
少
で
は
な
い
。
い
ま
引
い
た
1
0
も
同
じ
関
連
か
ら
語

っ
た
言
葉
で
あ
り
、
次
に
続
く
本
文
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
先
ず
沼
波
轟
音

の
『
芭
蕉
全
集
」
に
与
え
た
序
文
中
、
こ
の
古
俳
人
の
創
作
態
度
に
つ
い
て
述

べ
る
一
節
を
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
く
 
 
 
 
た

 
1
2
 
自
家
性
情
の
自
然
に
本
づ
き
て
、
環
物
節
煙
の
万
象
に
酬
い
、
矯
め
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
つ
 
 
 
 
お
も
ね

 
飾
ら
ず
、
俳
譜
と
謂
ふ
と
錐
も
必
ず
し
も
戯
誰
せ
ず
、
古
に
泥
ま
ず
世
に
阿

 
ら
ず
、
俗
談
平
話
を
忌
ま
ず
し
て
、
而
も
鄙
野
浅
随
な
ら
ず
。
（
「
芭
蕉
全
集

 
序
」
 
大
1
0
・
1
2
一
全
3
2
・
三
四
一
）

こ
れ
ら
の
文
字
に
前
後
す
る
十
数
行
の
文
章
は
自
己
の
芭
蕉
観
を
諸
学
か
ら
す

っ
か
り
述
べ
尽
し
た
総
論
で
あ
り
、
条
ご
と
に
敷
延
の
説
明
を
加
え
れ
ば
、
こ

れ
以
外
の
数
多
い
関
係
論
文
全
て
を
包
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
は
そ

の
全
部
を
敬
存
し
、
当
面
に
関
係
あ
る
「
自
家
性
情
の
自
然
に
本
づ
き
」
の
一

点
に
だ
け
注
目
す
る
。
前
例
1
1
で
は
「
お
の
れ
は
お
の
れ
の
欺
か
ざ
る
純
粋
の

感
興
に
照
ら
し
て
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
1
0
で
は
「
唯
々
我
一
つ
で
も
っ
て
自
分

の
感
ず
る
所
を
発
揮
す
る
」
と
言
い
、
そ
の
意
味
は
大
よ
そ
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
自
己
の
純
粋
な
感
動
か
ら
文
学
は
出
発
す
べ
き
こ
と
、
詩
歌
は
ま
た

純
粋
な
感
情
の
表
明
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
よ
く
分

か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
度
翻
っ
て
考
え
た
い
。
ど
う
し
て
一
人
の
人
の

心
か
ら
出
た
言
葉
が
他
の
人
に
も
響
き
、
そ
の
心
を
打
ち
、
さ
ら
に
は
時
と
所

と
を
越
え
た
人
々
を
も
動
か
す
の
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
ゼ
う
し
て
「
詩
」
と
な

り
う
る
の
か
。
自
己
は
自
己
で
終
り
、
主
観
の
情
は
そ
れ
な
り
に
消
え
去
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
問
は
当
然
起
こ
る
は
ず
で
あ
り
、
露
伴
も
そ
れ
に
応
じ

て
い
る
。
先
の
1
0
で
触
れ
た
同
じ
談
話
中

 
1
3
 
詩
を
作
り
文
章
を
作
る
に
は
成
る
べ
く
長
生
き
を
す
る
や
う
な
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

，
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
長
く
生
き
る
の
は
何
か
と
云
ふ
に
、
其
作
者
一
人
の
我

 
で
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
公
乎
無
私
な
る
所
の
も
の
で
な
け
れ

 
ば
な
ら
ぬ
。
（
既
出
二
六
）

と
も
言
い
足
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
前
の
「
我
一
つ
」
の
我
と
、
こ
の
「
作

者
ひ
と
り
の
我
で
な
い
も
の
」
と
、
こ
れ
ら
二
つ
は
ど
う
違
い
、
ど
う
関
係
す

る
の
で
あ
る
か
。
 
「
万
人
の
心
」
に
入
り
そ
れ
を
探
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

触
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
手
段
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
く
、
結
局
「
分
ら
ぬ
。

今
日
で
は
到
底
私
に
は
分
ら
ぬ
」
と
言
い
棄
て
る
だ
け
で
あ
る
。
当
時
話
し
手

は
若
く
、
そ
れ
よ
り
聞
き
手
が
若
く
、
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
控
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
か
ら
九
年
ほ
ど
後
、
竹
柏
会
の
歌
人
た
ち
を
相
手
に
し
た
講
演
で
も

似
た
題
目
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
問
題
に
逢
着
す
る
。

 
1
4
 
〔
歌
は
〕
我
心
を
種
に
し
て
起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け

 
で
消
滅
し
て
仕
舞
ひ
さ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
の
に
、
左
様
で
な
い
と
云
ふ

 
と
何
か
矛
盾
の
や
う
に
聞
え
ま
す
が
、
決
し
て
矛
盾
と
云
ふ
訳
で
は
ご
ざ
い

 
ま
せ
ぬ
。
…
…
人
間
全
体
と
云
ふ
も
の
が
一
つ
く
に
離
れ
て
居
る
も
の
で

 
な
く
し
て
、
互
に
持
合
ふ
や
う
に
出
来
て
居
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
然
る
、

 
に
依
っ
て
甲
の
人
の
感
情
が
乙
の
人
に
映
り
、
ま
た
乙
の
人
の
感
情
が
丙
の

 
人
に
映
る
と
云
ふ
や
う
に
な
っ
て
居
り
ま
す
る
。
…
…
こ
れ
は
歌
其
も
の
の

ρ
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性
質
で
、
是
が
詩
歌
の
優
美
に
し
て
貴
い
所
以
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
（
「
心
耐
面
」

 
心
輝
の
留
日
楽
」
 
 
㎜
明
器
・
4
1
全
泌
・
三
五
六
続
）

 
短
歌
が
歌
い
手
か
ら
聞
き
手
に
伝
わ
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
の
気
持
が
一
つ

で
あ
り
、
感
ず
る
と
こ
ろ
は
同
じ
だ
か
ら
と
説
く
。
こ
の
点
は
説
明
の
通
り
、
，

そ
れ
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
知
り
た
い
の
は
先
の
「
没
我
の
我
」
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
「
長
生
き
を
す
る
言
葉
」
、
つ
ま
り
「
詩
」
を
問
題
に
し
た
い

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
論
者
は
直
ち
に
詩
そ
の
も
の
の
場
へ
立
っ
て
し
ま

っ
て
、
歌
と
は
そ
う
し
た
も
の
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
1
4
は
短
歌
に
つ
い
て

先
の
1
3
は
文
学
に
つ
い
て
の
、
何
れ
も
一
場
の
談
話
で
あ
る
。
次
に
し
ば
ら
く

芭
蕉
に
関
す
る
評
語
を
取
っ
て
、
考
え
て
行
く
。

 
巧
 
〔
芭
蕉
は
〕
人
為
に
因
ら
ず
し
て
自
然
に
基
づ
く
詩
歌
の
真
源
泉
を
探
り

 
得
た
る
と
こ
ろ
が
ら
、
終
に
蕉
風
の
俳
譜
を
起
し
、
〔
こ
れ
を
〕
詩
歌
と
併

 
 
 
 
は

 
列
し
て
懊
ぢ
ざ
る
一
体
の
短
詩
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
〔
自
七
二
原
文
乙
部
ヲ
省

 
略
〕
 
（
「
雲
の
影
」
 
明
4
0
．
・
4
-
一
全
2
9
・
四
〇
八
）

 
こ
の
「
自
然
に
基
づ
く
詩
歌
の
真
源
泉
」
を
既
出
1
2
の
「
自
家
性
情
の
自
然

に
本
づ
き
」
と
対
比
す
る
。
ど
ち
ら
も
似
た
表
現
で
あ
る
が
、
論
理
の
観
念
か

ら
は
違
っ
て
い
る
。
前
者
は
「
詩
歌
の
源
泉
」
、
詩
の
側
に
付
い
て
お
り
、
後

者
は
「
自
家
の
自
然
な
性
情
」
の
意
、
、
そ
の
入
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
作
者

は
こ
の
案
文
で
恐
ら
く
同
じ
内
容
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
人

・
と
詩
は
一
つ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
一
文
を
取
っ
て
合
わ
せ

考
察
す
る
。
唐
代
の
詩
人
杜
甫
（
少
陵
）
と
芭
蕉
と
を
並
べ
て
論
じ
、
両
者
に

共
通
す
る
性
格
と
し
て
字
句
の
推
考
と
い
う
点
を
挙
げ
る
。

 
1
6
 
そ
れ
〔
類
似
点
〕
は
何
か
と
云
ふ
と
、
詩
的
良
心
、
芸
術
的
良
心
を
欺

 
か
な
い
で
、
如
何
に
も
其
の
危
気
．
を
保
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
（
「
芭
蕉
と
西
行

幸
田
露
伴
の
芭
蕉
観
-
思
い
や
り
・
ま
こ
ど
↓
う
た
t

 
・
杜
子
宮
・
蕾
ハ
庭
堅
」
 
 
7
既
出
f
全
器
・
五
一
六
）

 
表
現
の
適
確
を
求
め
て
再
思
三
考
す
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
「
詩
的
（
芸
術
的

）
良
心
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
事
柄
が
詩
だ
か
ら
「
詩
的
」
と
言

っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
-
そ
う
す
る
と
「
詩
的
・
良
心
」
と
は
い
わ

ば
二
つ
が
融
合
し
た
一
つ
の
観
念
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
思
っ
て
見
る

と
、
「
純
粋
の
↓
感
興
」
 
（
1
1
）
、
「
自
然
の
↓
性
情
」
．
（
1
2
）
・
そ
れ
か
ら

ま
た
「
自
然
に
基
づ
く
↓
．
詩
歌
」
 
（
1
5
）
と
い
う
の
も
．
、
人
か
詩
の
一
方
へ
だ

け
即
し
た
表
現
な
の
で
は
な
く
、
両
者
が
一
つ
に
溶
け
た
場
か
ら
発
せ
ら
れ
た

言
葉
だ
と
考
え
直
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
主
観
（
心
）
と
客
観
（
詩
）
と

を
分
け
て
、
そ
の
関
係
を
煩
わ
し
い
ほ
ど
に
求
め
で
き
た
。
露
伴
に
は
確
答
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
全
集
の
ど
こ
か
に
は
直
裁
の
言
が
残
さ
れ
て
い
る

．
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
そ
れ
が
得
ら
れ
な
く
と
も
、
こ
こ
ま
で
く

れ
ば
も
う
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
で
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

 
露
伴
は
よ
く
人
の
心
を
鏡
や
水
に
た
と
え
、
そ
れ
に
映
る
べ
き
外
界
を
こ
れ

と
対
照
し
、
さ
ら
に
二
つ
の
関
係
に
変
化
を
与
え
る
波
や
ひ
ず
み
の
こ
と
を
言

う
。
1
4
に
出
る
「
心
の
画
」
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
鏡
に
映
る
姿
、
こ
の

水
に
波
だ
つ
感
情
が
詩
と
し
て
表
わ
ざ
れ
た
具
体
例
を
芭
蕉
の
作
品
に
つ
い
て

言
う
こ
と
が
あ
る
。
1
の
付
記
で
触
れ
た
迫
遙
当
て
の
書
信
が
そ
の
注
目
す
べ

き
一
つ
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
鮮
明
な
文
章
で
あ
る
が
、
長
文
の
こ
と
を
思
い
、

引
用
を
差
レ
控
え
る
。
そ
れ
ら
諸
文
の
比
喩
を
借
り
、
そ
の
意
味
を
取
っ
て
、

私
案
を
試
み
る
。

 
心
の
鏡
に
映
る
事
象
、
心
の
水
に
動
く
情
念
を
静
か
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
、
そ
の
ま
ま
素
直
な
言
葉
で
言
い
表
わ
す
な
ら
、
こ
れ
は
も
う
そ
の
人
だ
け

の
も
の
で
な
く
、
他
の
人
に
も
伝
わ
る
は
ず
で
あ
る
ゆ
こ
の
際
の
感
動
が
も
し

、
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深
け
れ
ば
、
人
へ
の
響
き
も
そ
れ
だ
け
に
強
い
で
あ
ろ
う
。
人
．
と
人
と
の
結
び

付
き
ば
思
い
や
り
や
誠
で
高
め
ら
れ
る
。
歌
い
手
と
聞
き
手
の
場
合
も
事
情
は

同
じ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
う
例
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
主
観

（一

l
称
）
、
対
象
（
三
人
称
）
、
人
々
（
二
人
称
．
）
、
こ
の
三
者
が
融
合
し

た
と
こ
ろ
に
「
詩
」
が
あ
る
。
思
い
や
り
と
ま
こ
と
は
こ
の
融
合
の
触
媒
で
あ
・

る
と
。

 
芭
蕉
臨
終
の
句
に
対
す
る
露
伴
の
断
案
を
掲
げ
て
こ
の
項
の
結
び
と
す
る
。

 
1
7
 
旅
に
病
て
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
1
芭
蕉
（
枯
尾
花
上
・
1
終
焉
一
／
笈
日
記
上
・
∬
難
波

 
 
 
二
二
／
行
状
記
・
1
行
状
一
五
）

 
 
 
 
 
 
け
み

 
行
脚
に
年
を
閲
し
て
み
た
詩
三
昧
の
生
涯
を
思
ひ
浮
べ
て
、
み
つ
か
ら
憐
れ

 
み
、
み
つ
か
ら
慰
め
、
み
つ
か
ら
安
ん
ず
る
心
で
あ
る
。
さ
・
9
1
云
ふ
錯
雑
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
で
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
た
心
持
ち
が
此
の
句
の
感
と
な
っ
て
み
る
。
螺
鋼
の
光
り
は
青
く
も
黄
に
も

 
赤
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
が
尊
い
の
で
あ
る
。
自
然
と
い
ふ
も
の
も
さ
う
云
ふ

 
と
こ
ろ
が
あ
る
。
よ
い
句
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
句
が
そ
れ
で
あ
る
。

 
（
『
続
芭
蕉
俳
句
研
究
』
そ
の
十
i
全
2
5
・
三
八
八
）

 
W
跡
書
き
 
露
伴
の
言
葉
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
種
類
別
に
置
き
、
、
改
め
て
組
み

立
て
る
と
い
う
よ
う
な
手
続
き
を
こ
の
小
考
で
取
っ
て
き
た
。
そ
し
て
う
ま
く

成
功
し
な
か
っ
た
。
・
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
考
え
の
浅
さ
と
手
際
の
ま
ず
さ
に
因
る

こ
と
で
あ
る
が
、
一
面
露
伴
の
よ
う
な
行
き
方
を
す
る
入
に
そ
ん
な
分
析
的
な

方
法
を
当
て
よ
う
と
す
る
の
が
も
と
も
と
無
理
な
の
だ
と
も
感
ず
る
。
そ
う
思

っ
て
考
え
る
と
、
直
ち
に
そ
の
も
の
の
場
に
立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
部
分
や
要
素

を
見
る
よ
う
な
あ
の
直
覚
的
な
態
度
が
何
よ
り
最
も
芭
蕉
と
露
伴
に
共
通
す
る

点
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
こ
と
ば

 
1
8
 
蕉
翁
の
語
に
、
松
の
事
は
松
に
習
へ
、
竹
の
事
は
竹
に
習
へ
、
と
あ

り
。
お
も
し
ろ
き
教
な
る
か
な
。
松
の
画
を
松
の
画
に
学
び
馬
竹
の
歌
を
竹

の
歌
に
学
ぶ
や
う
に
な
り
て
こ
そ
、
世
に
は
松
の
画
も
竹
の
歌
も
無
く
な
り

た
る
な
る
ぺ
け
れ
。
 
（
「
読
蕉
翁
語
録
」
 
明
3
3
・
早
i
全
1
5
・
一
七
七
）

参
照
作
品
は
全
く
『
露
伴
全
集
』
 
（
昭
2
4
1
3
3
）
に
頼
っ
た
。
発
表
年
代
な
ど
文
献
的
な
事
項

も
一
切
こ
の
集
の
記
載
を
借
用
し
た
。
引
用
例
文
は
厳
に
原
形
通
り
と
す
べ
き
こ
之
か
も
知
れ
な

い
が
、
通
用
を
旨
と
し
て
漢
字
体
を
当
用
の
も
の
に
替
え
、
送
り
仮
名
や
ル
ビ
を
加
え
た
個
所
が

あ
る
。
例
文
に
添
え
た
全
1
0
一
一
四
な
ど
は
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
印
し
で
あ
る
。
し
の
全

集
は
露
伴
没
後
間
も
な
い
こ
ろ
、
故
人
を
追
慕
す
る
念
の
厚
い
人
々
が
寄
っ
て
、
熱
意
と
努
力
と

時
間
と
を
注
ぎ
こ
ん
で
完
成
し
た
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
こ
ん
ど
数
巻
を
座
右
に
置
い
て
、
そ
れ

を
開
く
た
び
に
恩
恵
の
大
き
い
こ
と
を
切
に
思
っ
た
。
な
お
こ
れ
は
半
面
私
事
に
わ
た
る
の
で
あ

る
が
、
 
「
露
伴
全
集
月
報
」
3
8
号
（
昭
3
1
・
1
2
）
に
同
じ
筆
者
に
よ
る
「
露
伴
と
芭
蕉
」
の
小
文

が
あ
る
。
意
に
満
た
な
い
書
き
物
と
い
う
記
憶
だ
け
で
中
味
を
あ
ら
か
た
忘
れ
て
い
た
。
今
こ
の

追
記
の
所
へ
来
て
、
初
め
て
取
り
出
し
読
み
返
し
て
み
た
。
こ
の
小
考
と
旧
稿
と
お
の
ず
か
ら
内

容
の
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
目
差
す
方
向
が
違
っ
て
い
る
。
ま
ず
い
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
空

手
形
と
い
う
そ
し
り
だ
け
は
免
れ
る
か
と
期
待
す
る
。
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