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有
島
武
郎
が
、
個
人
雑
誌
「
泉
」
に
、
「
詩
へ
の
逸
脱
」
と
い
う
短
文
を
掲

げ
た
の
は
、
大
正
十
二
年
四
月
の
て
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
か
ね
て
か
ら
小
説

や
戯
曲
へ
の
不
満
を
か
こ
ち
、
詩
へ
の
憧
憬
を
も
っ
て
い
た
有
島
が
、
〈
音
楽

に
つ
ぐ
最
高
位
の
芸
術
表
現
V
で
あ
る
く
詩
V
の
世
界
へ
の
飛
躍
を
決
断
し

た
、
宣
言
文
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
そ
の
、
飛
躍
へ
の
決
断
を
語
る
部
分
、

或
る
機
縁
が
私
を
促
し
立
て
た
。
私
は
前
後
を
忘
れ
て
私
を
詩
の
形
に
鋳

込
ま
う
と
す
る
に
至
っ
た
。
ど
ん
な
も
の
が
生
れ
出
る
か
、
私
自
身
と
錐

も
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
私
は
或
は
私
の
参
詣
す
べ
か
ら
ざ
る
聖
堂
を
窺
っ

て
み
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
私
に
は
も
う
凡
て
が
已
む
を
得
な
い
。

長
く
せ
き
と
め
て
み
た
水
が
温
れ
た
の
だ
か
ら
。

は
、
〈
こ
れ
か
ら
独
り
で
出
懸
け
ま
す
。
左
様
な
ら
。
V
と
い
う
挨
拶
の
言
葉

を
残
し
て
、
〈
因
襲
V
と
く
伝
説
〉
と
に
束
縛
さ
れ
た
く
ご
ま
か
し
V
の
自
分

の
生
活
か
ら
、
〈
自
分
の
眼
で
自
分
を
見
〉
る
、
〈
自
己
に
立
ち
帰
V
つ
た
生

活
へ
と
、
自
己
転
換
を
意
図
し
た
と
き
の
決
意
で
あ
る
「
『
リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン

伝
』
第
四
版
の
序
」
〔
大
8
・
3
〕
の
一
節
、
〈
私
は
凡
て
を
郷
っ
て
子
供
の

時
か
ら
の
唯
一
つ
の
欲
求
だ
つ
た
芸
術
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
。
私
の
こ
れ
か

ら
の
生
活
は
私
の
芸
術
を
、
即
ち
私
の
自
己
を
完
成
す
る
為
め
に
用
ゐ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
は
私
の
絵
裕
が
考
へ
出
す
遊
戯
で
は
も
う
な
く
な
っ
た
。
そ

れ
は
私
の
生
活
そ
の
も
の
だ
。
層
〉
と
い
う
も
の
と
、
そ
の
発
想
に
お
い
て
、
酷

似
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
だ
一
つ
異
っ
て
い
る
の
は
、
大

正
八
年
の
時
点
で
の
決
意
の
内
容
が
、
芸
術
．
一
般
へ
の
飛
躍
で
あ
り
、
そ
の
内

容
は
、
必
然
的
に
、
小
説
や
戯
曲
に
代
表
さ
れ
る
散
文
の
世
界
を
意
味
し
て
い

た
の
に
対
し
て
、
大
正
十
二
年
の
「
詩
へ
の
逸
脱
」
で
の
宣
言
の
内
容
は
、
〈

”
詩
V
の
世
界
へ
の
飛
躍
を
意
味
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
こ
の
相
違
が
、
た
ん
な
る
形
式
の
問
題
に
と
ゼ
ま
ら
ず
、
本
質
的
な
変
化
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
、
秋
田
、
選
評
で
あ
る
。
雨
雀
は
、
有
島
を
追
憶
す

る
文
章
の
申
で
、

誰
で
も
有
島
武
郎
君
の
作
物
を
読
ん
で
み
た
人
々
に
は
「
詩
へ
の
逸
脱
」
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ノ

は
可
な
り
の
驚
き
を
与
へ
た
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
は
彼
の
芸
術
的
心
境
は

実
生
活
と
全
く
引
き
離
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
み
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
驚
く
べ
き
変
化
が
彼
の
芸
術
観
の
上
に
表
は
れ
て
来
て
み
る
。
描
写

か
ら
表
現
の
世
界
へ
。
彼
の
短
い
主
観
詩
の
発
表
は
、
こ
の
芸
術
上
の
変

化
を
よ
く
語
っ
て
み
る
。
〔
「
二
つ
の
手
」
（
追
憶
手
記
）
、
「
泉
」
終
刊

有
島
武
郎
記
念
号
、
大
1
2
・
8
〕

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
有
島
の
文
学
に
み
ら
れ
る
く
虚
無
思
想
V
と
、

具
体
的
な
死
と
を
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
の
、
結
果
論
と
し
て
の
く
逸

脱
〉
論
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
有
島
の
可
能
性
追
究
の
文
脈
に
お
い
て
見
出
さ

れ
る
新
し
い
決
意
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
微
妙
な
変
化
を
、
〈
詩
〉
へ
の
、
〈

象
徴
に
於
て
極
ま
る
〉
〈
表
現
V
〔
「
詩
へ
の
逸
脱
」
〕
へ
の
期
待
に
お
い
て

読
み
取
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
す
ぐ
れ
た
「
詩
へ
の
逸
脱
」
論
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
）

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
事
実
、
す
で
に
『
運
命
の
訴
へ
』
論
で
み
て

き
た
よ
う
に
、
〈
旧
衣
を
脱
V
し
て
、
〈
新
し
い
衣
裳
〉
を
着
よ
う
と
す
る
有

9
島
が
、
小
説
、
戯
曲
、
つ
ま
り
散
文
の
世
界
で
の
、
そ
れ
へ
の
試
み
と
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
挫
折
と
を
見
取
っ
た
上
で
の
、
再
度
の
決
意
表
明
と
し
て
の
「

詩
へ
の
逸
脱
」
な
の
だ
か
ら
、
有
島
の
く
実
生
活
に
全
く
引
き
離
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
V
、
〈
生
活
そ
の
も
の
V
で
あ
る
と
こ
ろ
の
詩
的
表
現
へ
の
期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

待
は
、
本
質
に
お
い
て
、
〈
第
三
の
開
眼
願
望
V
に
も
通
じ
る
根
源
的
な
願
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
に
、

雨
雀
の
、
こ
の
指
摘
は
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
〈
芸
術
の
上
V
の
く
驚
く
べ
き
変
化
V
で
あ
る
く
詩
〉
へ
の
期

待
を
、
有
島
が
、
あ
え
て
く
逸
脱
V
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
〈
長
く
せ
き
と
め
て
い
た
水
が
溢
れ
た
〉
よ
う
な
、
い
わ
ば

内
的
必
然
性
に
支
え
ら
れ
た
願
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
負
の
響
き
を
も

っ
た
く
逸
脱
V
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
有
島
の
内
面
性
の
特

色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
『
瞳
な
き
眼
』
、
「
詩
へ
の
逸
脱
」

に
か
け
た
、
有
島
の
〈
新
し
い
衣
裳
〉
へ
の
期
待
の
特
色
解
明
の
、
一
つ
の
可

能
性
発
見
の
糸
口
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
渇
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
有
島
の
く
詩
V
へ
の
期
待
の
中
に
、
〈
新
し
い
衣
裳
〉

へ
の
可
能
性
追
究
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
る
た

め
に
は
、
一
方
で
は
、
散
文
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
人
間
追
究
の
、
内
面
的
限

界
状
況
の
解
明
と
、
方
法
と
し
て
の
散
文
形
式
に
対
す
る
否
定
的
認
識
の
分
析

・
解
明
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
、
そ
の
く
詩
V
と
く
詩
論
〉
の
考

察
が
、
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
 
『
瞳
な
き
眼
」
と
「
詩
へ

の
逸
脱
」
の
解
釈
が
、
ま
ず
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
と
し
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、

 
 
 
 
 
 
 
あ
ご

私
も
亦
長
い
間
こ
の
憬
が
れ
を
持
っ
て
る
た
。
説
明
的
で
あ
り
理
知
的
で

あ
る
小
説
や
戯
曲
に
よ
っ
て
自
分
を
表
現
す
る
の
で
は
如
何
し
て
も
物
足

ら
な
い
衷
心
の
要
求
を
持
っ
て
る
た
ゆ

と
い
う
反
省
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
島
の
憧
れ
の
内
容
で
あ
る
詩
i
〈
詩
〉

ど
く
詩
論
〉
の
変
化
そ
の
も
の
を
、
『
瞳
な
き
眼
』
、
「
詩
へ
の
逸
脱
」
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
，
つ
ま
り
、
詩
へ
の
関
心
と
、
詩
に
託
さ
れ
た
内
面

性
の
示
現
の
通
時
的
変
化
と
の
諸
相
の
解
明
に
よ
っ
て
考
察
す
漏
こ
と
が
、
遠

ま
わ
り
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
有
島
の
く
詩
V
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
期
待

（84）



0

の
内
容
慧
知
6
た
め
の
、
よ
り
有
効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。

二

人
は
自
ら
知
ら
ず
し
て
人
類
を
恋
し
て
み
る
。
彼
の
魂
は
直
接
に
人
類
に

対
し
て
自
己
を
表
現
せ
ん
と
悶
え
て
み
る
、
か
く
て
彼
は
彼
自
身
を
詩
に
、

於
て
象
徴
す
る
。

 
私
も
亦
長
い
間
こ
の
憬
が
れ
を
持
っ
て
る
た
。
〔
「
詩
へ
の
逸
脱
」
〕
¶

 
〈
象
徴
に
ま
で
灼
熱
す
る
力
も
才
能
も
な
い
の
を
思
っ
て
今
ま
で
黙
し
で
る

た
V
の
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
、
有
島
に
と
っ
て
く
詩
V
は
、
長
い
間
憧
憬
し

き
た
っ
た
〈
魂
の
象
徴
〉
で
あ
っ
た
。

＊

＊

＊

 
一
人
の
学
友
が
、
シ
ラ
ー
の
詩
を
吟
む
の
を
聞
い
て
、
〈
鳴
呼
量
一
年
級
の

学
生
と
し
て
詩
を
暗
記
す
る
こ
と
此
の
如
き
に
至
る
は
勉
強
の
篤
き
に
よ
ら
ず

ん
ば
焉
ぞ
此
に
至
ら
ん
V
と
い
う
感
嘆
の
声
を
発
し
た
の
は
、
有
島
が
札
幌
農

学
校
に
，
入
学
し
た
翌
年
、
明
治
三
十
年
六
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
多
分
に
、

〈
勉
強
〉
に
力
点
の
お
か
れ
た
感
嘆
で
は
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
、
有
島

の
未
だ
知
ら
ざ
る
詩
の
世
界
へ
の
開
眼
の
時
で
あ
っ
た
か
ど
も
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

 
有
島
の
見
神
体
験
の
結
果
生
じ
た
精
神
構
造
の
変
化
の
一
つ
を
、
自
然
観
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
を
し
て
す
で
に
久
し
い
が
、

有
島
が
自
然
を
通
し
て
神
を
見
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
詩
は
、
有
島
に
と
つ
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1
「
詩
へ
の
逸
脱
」
を
め
ぐ
っ
て
e

て
、
神
を
見
る
た
め
の
、
一
種
の
覗
き
窓
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

自
然
は
神
の
被
服
な
り
と
云
は
ん
。
我
深
く
自
然
に
学
ば
ず
や
。
我
の
汚

き
、
低
き
、
卑
し
き
心
は
自
然
に
よ
り
て
著
し
く
潔
め
ら
れ
、
而
し
て
高

尚
と
な
さ
し
め
ら
る
～
な
り
。
世
に
若
し
自
然
の
美
な
惹
も
の
が
皆
無
な

り
と
せ
ば
、
鳴
呼
人
の
生
涯
は
如
何
に
苦
痛
な
り
け
ん
。
人
に
自
然
に
接

す
る
の
詩
眼
な
か
り
せ
ば
、
如
何
に
不
幸
な
る
ら
ん
。
我
は
此
直
な
る
恩

恵
を
感
ず
る
事
能
は
ず
、
神
を
無
に
す
る
人
あ
る
を
悲
し
む
な
り
。
〔
日

記
、
明
3
2
・
4
・
6
〕

 
〈
自
然
を
透
し
て
神
を
知
る
事
を
得
ば
余
が
能
事
は
終
れ
り
V
〔
同
、
8
・

17

l
と
す
る
有
島
に
と
？
て
、
〈
自
然
に
接
す
る
の
詩
眼
V
と
は
、
〈
真
に
神

に
接
す
る
V
〔
同
、
4
．
・
4
〕
た
め
の
く
心
眼
V
〔
同
、
3
・
1
6
〕
の
謂
で
あ

ろ
う
。
カ
ー
ラ
イ
ル
や
、
ワ
ー
、
入
ワ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
く
詩
眼
V
を

通
し
て
、
有
島
は
、
〈
眼
を
挙
げ
て
星
と
月
と
を
見
-
真
に
天
国
の
遠
か
ら
ざ

る
を
覚
V
〔
同
、
1
2
・
1
7
〕
え
、
そ
の
思
い
を
、
自
然
を
う
た
う
詩
に
託
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
勿
論
、
〈
詩
眼
V
開
眼
が
、
広
い
意
味
で
の
詩
的
心
情
、
詩
的
状
況
へ
の
開

眼
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
〈
道
を
間
違
へ
て
無
名
寺
に
行
っ
た
時
な

ぞ
は
実
に
詩
的
だ
つ
た
。
V
〔
同
、
明
3
4
・
1
0
・
9
〕
と
か
、
〈
『
一
葉
全
集

」
の
「
た
け
く
ら
べ
」
を
読
む
。
〔
申
略
〕
若
し
彼
女
に
年
を
假
す
あ
ら
ば
、

彼
女
は
確
か
に
明
治
文
壇
を
装
ぶ
べ
き
詩
星
な
り
。
V
〔
同
、
明
3
6
・
2
・
1
4

〕
と
い
う
発
言
、
あ
る
い
は
ま
た
、
聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
、
ベ
タ
ニ
ヤ
の
マ

リ
ア
に
よ
る
、
キ
リ
ス
ト
の
葬
り
の
準
備
の
場
面
を
言
い
表
わ
す
の
に
、
〈
鳴

（85）



馬

呼
、
何
等
の
優
し
き
美
し
き
行
為
な
る
ぞ
。
謀
れ
直
ち
に
、
一
個
の
詩
に
あ
ら

ず
や
。
V
〔
同
、
明
男
・
1
1
・
2
4
〕
と
、
彼
女
の
詩
的
女
性
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

 
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
有
島
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
狭
義
で
あ
れ
、
．
広
義

で
あ
れ
、
〈
辺
垂
β
。
ゆ
q
ぎ
帥
鉱
。
昌
の
翼
に
乗
じ
て
天
外
の
聖
境
に
遊
ぶ
詩
人
の
快
意

〉
〔
同
、
明
3
2
・
1
0
・
1
〕
へ
の
強
い
憧
れ
は
、
〈
君
を
見
る
事
明
V
な
る
く

透
徹
の
眼
〉
〔
同
〕
を
持
つ
こ
と
へ
の
憧
れ
で
あ
り
、
自
ら
の
内
に
A
〈
余
に

詩
人
の
心
あ
る
を
自
覚
V
〔
同
、
明
3
3
・
一
・
2
4
〕
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
一

方
で
は
く
心
中
に
は
莫
大
な
る
空
虚
を
〉
〔
同
、
4
・
2
1
〕
覚
え
な
が
ら
、
他

方
で
は
、
〈
基
督
の
愛
を
真
に
解
せ
ん
V
〔
同
、
5
・
2
5
〕
こ
と
を
願
い
つ
つ
、

〈
自
然
に
よ
り
て
其
娼
。
ほ
o
o
ε
o
ω
ω
を
示
し
つ
つ
あ
る
1
神
〉
〔
同
、
1
2
・

3
1
〕
へ
の
思
い
を
高
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
有
島
の
詩
心
の
自
覚
は
、
当
然
〈
詩
〉
そ
の
も
の
へ
の
関
心
を
強
め
、
詩
作

へ
の
思
い
を
増
し
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は

自
然
に
託
さ
れ
た
、
創
造
主
の
讃
美
で
あ
り
、
被
造
物
と
し
て
の
入
間
の
喜
び

と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
罪
な
る
存
在
と
し
て
の
自
己
認
識
を
せ
ざ
る
を
得

な
い
者
で
あ
る
こ
と
の
悲
し
み
の
表
出
が
、
そ
の
主
た
る
内
容
で
あ
る
。
日
記

に
は
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
英
詩
の
引
用
、
そ
の
試
訳
、
習
作
が
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
見
て
も
、
有
島
の
、
い
わ
ゆ
る
狭
い
意
味
で

の
詩
へ
の
憧
れ
の
原
形
が
「
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
、
精
神
構
造
の
基
底
部
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

胚
胎
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

夏
型
」
又
は
雑
誌
「
明
星
」
等
は
、
否
そ
の
詩
的
な
雰
囲
気
は
、
多
感
な
る
武
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5

の
詩
腸
に
、
何
等
か
の
刺
戟
を
与
へ
ず
に
は
置
か
な
か
っ
た
と
思
ふ
？
〉
と
い

っ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
〈
『
近
松
傑
作
集
』
、
芭
蕉
、
 
『
一
葉
全
集
』

若
松
賎
子
の
『
忘
れ
が
た
み
」
、
与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
」
、
永
野
武
三

郎
の
『
用
筆
遺
稿
』
1
＞
な
ど
に
よ
っ
て
、
有
島
が
、
〈
浪
漫
的
自
我
の
詩
的

感
情
に
深
い
感
動
を
う
け
て
い
た
。
i
武
郎
は
宗
教
的
・
浪
漫
的
な
詩
情
を
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

し
、
こ
の
こ
ろ
の
詩
作
の
断
片
に
若
い
彼
の
性
情
を
う
か
が
え
る
〉
と
い
う
瀬

沼
氏
の
指
摘
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
、
有
島
の
内
部
に
あ
る
詩
的
想
像

力
-
芸
術
へ
の
未
分
化
の
感
情
、
と
、
宗
教
的
感
情
の
、
い
わ
ば
接
点
と
し
て

の
く
詩
V
が
、
有
島
の
精
神
構
造
解
明
の
、
一
つ
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
云
い
あ

て
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
島
の
、
〈
『
藤
村
詩
集
』
を
読
ん
だ
ゆ
彼
は
実
に
一

個
の
詩
人
た
る
に
憐
ぢ
ぬ
ゆ
一
種
清
書
の
想
が
何
と
な
き
沈
思
を
齎
す
の
で

あ
る
。
ハ
イ
ネ
を
優
し
く
し
≦
o
a
ω
≦
o
答
げ
を
狭
く
し
た
と
も
云
ふ
べ
き

で
あ
ら
う
か
。
〉
〔
日
記
、
明
3
6
・
2
・
2
3
〕
と
い
う
藤
村
評
は
、
そ
の
一
つ

の
顕
現
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
ま
う
な
状
況
の
中
で
、
有
島
に
と
っ
て
隔
と
く
に
、
〈
詩
眼
〉
を
も
っ

て
人
生
に
対
し
、
〈
詩
〉
を
通
し
て
信
仰
告
白
を
し
て
い
る
永
野
武
三
郎
の
詩

文
集
『
用
箋
遺
稿
』
は
、
大
き
な
、
忘
れ
得
ぬ
存
在
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
有
島
の
、
詩
へ
の
憧
憬
の
具
体
的
な
事
実
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
傾
倒
ぶ

り
と
、
特
色
に
つ
い
て
、
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
紹
介
・
研
究
を
ふ
ま
え
な
が

ら
、
い
さ
さ
か
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
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伊
東
憲
は
、
こ
の
時
期
に
、
〈
武
郎
の
詩
腸
は
益
々
高
ま
り
、
一
こ
の
当
時

出
た
島
崎
藤
村
の
「
若
菜
集
」
土
井
晩
翠
の
「
天
地
有
情
」
薄
田
泣
董
の
「
暮

三



 
日
本
近
代
詩
史
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
詩
壇
に
属
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ

の
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
ず
に
、
歴
史
の
片
隅
に
放
置
ざ
れ
、
一
部
の
人
々
に
愛

さ
れ
た
だ
け
で
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
詩
人
は
多
い
が
、
有
島
が
生
涯
を
通
じ
て

愛
し
た
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
永
野
武
三
郎
も
、
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
。

 
有
島
の
、
 
『
用
無
遺
稿
』
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
伊
東
憲
も
ふ
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
、
筆
者
永
野
武
三
郎
の
略
歴
紹
介
、
詩
文
集
と
し
て
の
内

，
容
紹
↑
と
い
う
よ
り
も
、
有
島
所
持
本
甫
無
遺
稿
」
の
存
在
の
覆
誘

も
の
が
賜
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
有
島
生
馬
の
「
武
郎
と
用
無
詩
集
」
が
、
有

島
と
の
関
連
に
お
い
て
な
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

ど
 武

三
郎
、
 
『
用
無
遺
稿
』
に
つ
い
て
の
ア
・
ウ
ト
．
ラ
イ
ン
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
わ
け
で
み
る
が
、
と
く
に
有
島
が
く
詩
意
を
か
り
た
自
筆
の
挿
書
六
枚
V
を

挿
入
し
て
い
る
事
実
に
ふ
れ
て
、
〈
武
郎
の
空
想
が
甚
だ
容
易
に
詩
文
と
絵
書

の
境
界
を
混
同
結
合
せ
し
め
た
面
白
い
一
例
で
ゴ
も
あ
ら
う
か
。
V
と
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は
有
島
の
芸
術
観
-
文
学
と
絵
画
と
の
相
互
関
係
に
関
わ
る
一
上
．

の
特
色
を
よ
く
云
い
あ
て
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 
〈
武
郎
が
い
つ
い
か
な
る
因
縁
で
、
用
無
詩
集
を
手
に
入
れ
カ
か
そ
の
経
路

は
不
明
で
あ
る
が
V
と
い
う
部
分
を
解
明
し
、
し
あ
わ
せ
で
版
元
に
書
き
送
っ
た

購
読
依
頼
の
書
簡
〔
全
集
未
収
録
〕
を
紹
介
さ
れ
た
の
が
、
瀬
沼
茂
樹
氏
で
あ

 
 
（
註
8
）
 
 
 
 
 
 
：
い

る
。

 
有
島
は
、
武
三
郎
が
、
寄
宿
舎
の
自
室
の
壁
に
掲
げ
て
い
た
と
い
う
、
〈
主

耶
蘇
こ
こ
に
い
ま
し
／
す
べ
て
の
事
を
き
㌧
／
す
べ
て
の
行
を
見
／
す
べ
て
の

お
も
ひ
を
／
わ
き
ま
へ
た
ま
ふ
〉
や
、
〈
頃
段
Φ
δ
警
。
℃
讐
δ
ご
。
Φ
き
血
■

胎
薄
湿
9
爵
Φ
ω
巴
導
V
と
い
う
く
警
語
V
〔
『
用
無
遺
稿
』
序
「
故
永
野
武

三
郎
君
」
は
無
署
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ゴ
同
じ
文
が
、
武
三
郎
の
友
人
稲

有
島
武
郎
研
究
 
一
「
詩
へ
の
逸
脱
」
を
め
ぐ
っ
て
e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

垣
陽
一
郎
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
多
分
稲
垣
文
で
あ
ろ
う
。
〕

を
、
〈
我
が
胸
に
刻
む
べ
き
ヨ
9
8
と
せ
ん
V
と
い
い
、
〈
我
も
幸
に
し
て

涙
の
中
に
も
実
行
の
生
涯
を
送
り
、
其
実
行
の
ヨ
。
ぼ
く
。
を
堅
く
神
に
置
か

ん
と
す
る
の
決
心
を
な
し
得
る
に
至
V
〔
日
記
、
明
3
4
・
4
・
2
1
〕
つ
た
と
い

っ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
、
信
仰
の
先
輩
と
し
て
、
そ
の
信
仰
を
貫
き
通

し
た
生
涯
を
追
慕
し
、
自
ら
の
信
仰
生
活
の
規
範
と
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
く
に
、
武
三
郎
の
、
〈
勇
気
V
、
〈
忍
耐
V
、
〈
愛
の
心
V
を
も
っ
て

実
行
し
た
生
活
は
、
実
践
を
重
ん
じ
る
信
仰
を
教
え
ら
れ
た
有
島
に
と
っ
て
は

リ
ビ
ン
グ
ス
ト
ン
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
同
様
の
思
い
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
0
）

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

加
え
て
、
武
三
郎
の
詩
に
対
し
て
は
ら
わ
れ
て
い
る
関
心
の
強
さ
も
、
一
つ
の

特
色
と
し
て
と
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
か
で
も
、
「
乱
曲
」
、
「
絶

駆三
一
」
、
「
退
台
の
は
し
が
き
」
と
題
さ
れ
た
詩
篇
な
ど
は
、
有
島
が
、
〈
誠

に
天
来
の
声
、
読
め
ば
読
む
程
意
味
濃
く
し
て
磁
心
の
奥
底
に
烈
し
く
絃
の
震

ふ
を
覚
ゆ
る
な
り
。
V
〔
日
記
、
明
3
6
・
2
・
2
8
〕
な
ど
と
称
讃
し
、
生
馬
の

紹
介
に
あ
っ
た
く
回
書
V
も
、
こ
れ
か
ら
の
詩
篇
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
い
か
に
心
惹
か
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
有
島
が
、
な
ぜ
、
永
野
武
三
郎
と
、
そ
の
詩
に
惹
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
、
勿
論
、
信
仰
者
の
規
範
と
し
て
、
そ
の
形
象
化
さ
れ
た
姿
で
あ

る
信
仰
詩
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

〈
用
無
氏
の
思
想
何
ぞ
我
に
似
た
る
の
甚
し
き
。
彼
は
殆
ど
我
が
心
を
言
ふ
も

の
㌧
如
し
。
詩
人
の
普
き
同
情
此
に
到
り
て
尊
き
か
な
。
良
き
朋
を
得
ぬ
。
復

淋
し
き
事
あ
ら
じ
。
V
〔
同
、
2
・
2
6
〕
と
い
う
思
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
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O

思
想
の
等
質
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

勿
論
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
意
味
で
の
等
質
性
を
、
こ
の
時
期
で
の
第
一

の
特
色
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
も
含
め
て

く
思
想
V
、
〈
我
が
心
V
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
学
作
品
と

し
て
の
詩
へ
の
共
感
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
詩
の
か
た
ち
を
か
り
て
表
出

さ
れ
た
魂
の
姿
に
対
し
て
、
共
感
と
同
情
と
を
も
っ
て
心
惹
か
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
有
島
の
く
詩
V
へ
の
憧
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
詩
人
な
ら
ざ
る
詩
的
存
在
へ
の
憧
憬
を
も
、
そ
の
内
容
と
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
、
そ
の
一
つ
の
顕
現
で
も
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
日
記
に
み
ら
れ

る
一
種
の
詩
論
に
も
、
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
学
の
中
如
何
な
る
形
式
を
有
す
る
も
の
其
立
脚
の
堅
固
を
致
す
べ
き

か
。
余
は
思
ふ
、
必
ず
純
粋
単
一
な
る
将
情
詩
な
り
と
。
鳴
呼
物
り
、
何

物
を
か
捕
へ
ん
と
す
る
人
の
心
は
幾
度
の
彷
径
を
な
し
て
し
か
も
遂
に
己

が
心
其
物
に
帰
り
来
る
な
り
。
〔
中
略
〕
人
、
衷
な
る
人
を
見
ん
と
す
る

華
墨
は
初
め
て
人
た
る
な
り
。
而
し
て
此
人
を
慰
事
す
る
も
の
は
何
ぞ

や
。
人
を
眠
ら
し
む
る
高
梗
か
、
人
を
摂
理
か
ら
し
む
る
錦
食
か
、
人
を

鱗
な
か
ら
し
む
る
珍
味
か
。
然
ら
ず
、
然
ら
ず
、
唯
人
其
物
の
み
。
人
の

間
ゆ
る
心
に
応
じ
得
る
も
の
は
、
唯
人
の
悟
れ
る
心
の
み
。
劇
詩
或
は
人

の
慰
籍
た
る
を
得
べ
し
。
衷
な
る
人
の
慰
籍
は
、
唯
こ
れ
を
拝
情
詩
に
求

め
ん
の
み
。
〔
日
記
、
明
3
6
・
3
・
2
0
〕

 
こ
こ
に
い
う
拝
情
詩
が
、
た
ん
な
る
感
傷
的
拝
情
詩
の
定
義
を
越
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
・
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
〈
年
号
め
て
壮

に
し
て
人
生
の
第
一
疑
問
に
指
を
染
む
る
に
到
り
し
余
の
上
に
、
愈
々
濃
く
な

り
行
く
1
影
1
、
余
が
衷
な
る
人
の
光
を
被
ひ
て
、
余
を
し
て
暗
黒
の
申
に
満

足
せ
し
め
ん
と
す
る
1
影
V
〔
同
、
6
・
？
〕
に
脅
え
る
有
島
の
心
を
映
し
出

す
詩
、
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
〈
光
は
と
は
に
夕
な
ぎ
 
旭
に
野
辺
の
花
さ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
や
し

え
／
風
お
だ
や
か
に
吹
く
所
 
其
処
に
審
美
の
力
あ
り
〉
〔
い
8
ひ
q
ぎ
m
q
（
熱
慕

）
重
訳
一
日
記
、
明
3
3
・
5
・
1
7
〕
と
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
影
を
影
た

ら
し
め
る
光
へ
の
俗
書
も
、
そ
の
内
容
で
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
も
、
〈
さ
り
な
が
ら
見
よ
我
が
前
に
 
横
た
ふ
河
は
さ
か
ま
き
て
／

嵐
木
枯
吹
き
落
つ
る
 
汀
に
濁
り
我
れ
立
て
ば
／
波
も
の
す
ご
く
寄
せ
か
へ
り

言
ひ
甲
斐
な
く
も
心
お
く
る
る
V
〔
同
〕
有
島
の
心
を
映
し
出
さ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
当
時
の
有
島
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
「
目
8
m
q
一
悪
」
が
、
〈
堅
く
信
ぜ

よ
敢
て
せ
よ
／
唯
た
め
ら
は
ぬ
確
信
の
 
蔭
こ
そ
安
き
住
家
な
れ
／
光
栄
あ
ま

ね
き
奇
跡
の
地
 
奇
跡
に
擦
ら
ぬ
人
に
見
ら
れ
じ
V
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に

意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
武
三
郎
の
詩
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
神
の
栄

光
を
讃
美
し
、
そ
れ
に
預
る
喜
び
の
詩
の
一
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
な

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
表
面
的
に
は
、
そ
れ
が
用
無
勢
が
、
一
面
に
お
い
て
宗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
”
）

里
芋
た
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
桜
井
絢
子
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
〈
最

も
彼
の
心
を
惹
き
つ
け
た
も
の
は
用
無
自
身
の
思
想
、
生
き
方
そ
の
も
の
V
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
〈
神
へ
の
服
従
こ
そ
人
閻
の
真
の
独
立
（
人
生
の
帰

趣
 
明
3
3
）
で
あ
る
と
す
る
厚
い
信
仰
を
抱
い
て
い
た
時
期
に
知
っ
た
用
無
の

熱
心
な
信
仰
V
と
、
〈
夢
見
る
こ
と
を
貴
し
と
し
た
彼
に
と
っ
て
用
無
は
夢
を

失
わ
ざ
る
人
と
し
で
憧
憬
の
眼
を
も
っ
て
迎
え
V
う
る
も
の
を
内
容
と
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
．
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し
か
し
、
た
と
え
ば
、
〈
う
つ
ろ
へ
ば
と
て
 
な
に
か
 
と
が
め
ん
／
こ
こ

ろ
が
は
り
す
れ
ば
こ
そ
 
ひ
と
㌧
は
 
い
ふ
な
れ
V
〔
「
乱
曲
」
（
上
）
）
と

い
う
、
否
定
的
人
間
観
、
あ
る
い
は
、
〈
う
つ
し
世
の
 
あ
ら
し
に
／
糸
を
た

え
 
わ
か
琴
 
か
な
で
な
す
 
し
ら
べ
の
／
あ
や
も
な
く
 
み
だ
る
㌧
／
い
と

は
た
え
ぬ
わ
が
し
ら
べ
み
だ
れ
ぬ
／
い
と
は
た
え
ぬ
た
え
し
こ

の
 
ひ
と
す
ぢ
V
〔
「
断
緒
を
悼
む
」
〕
に
み
ら
れ
る
絶
望
感
は
、
神
の
前
に

独
り
立
つ
人
間
の
孤
独
と
限
界
状
況
へ
の
、
苦
悩
に
満
ち
た
、
深
い
洞
察
の
結

果
知
り
得
た
〈
衷
な
る
人
〉
の
真
実
の
姿
な
の
で
あ
り
、
有
島
の
人
間
観
と
同

根
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
有
島
が
好
ん
だ
用

無
詩
の
う
ち
、
と
く
に
挿
絵
を
付
し
た
六
篇
〔
明
ら
か
に
破
棄
し
た
と
思
わ
れ

る
挿
絵
が
も
う
二
枚
あ
る
が
〕
が
、
い
ず
れ
も
、
何
ら
か
の
意
味
で
、
人
間
の

内
面
的
苦
悩
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
武
三
郎
に
対
す
る
有
島

の
興
味
は
、
む
し
ろ
、
彼
の
否
定
的
人
間
観
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
．

れ
る
の
で
あ
る
。

，
「
絶
望
憤
」
に
お
け
る
く
さ
と
り
V
に
つ
い
て
、
桜
井
氏
は
、
第
一
聯
の
く

〃
ざ
と
り
な
き
け
も
の
”
の
〃
さ
と
り
”
（
人
間
と
し
て
の
自
覚
）
と
は
異
な

り
、
〃
無
知
”
と
対
比
さ
れ
て
い
る
〔
申
略
〕
自
力
に
よ
る
さ
と
り
と
い
う
思

想
寸
の
顕
現
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
少
く
と
も
、
こ
の
場
合
、
内
面
的
苦

悩
、
た
と
え
ば
絶
望
感
と
か
孤
独
感
と
い
っ
た
も
の
を
ふ
ま
え
た
く
さ
と
り
V

i
〈
人
の
心
の
間
ゆ
る
心
に
応
じ
得
る
1
人
の
悟
れ
る
心
V
で
な
く
て
は
、
〈

わ
が
の
ぞ
み
 
た
え
ず
／
み
ち
か
ひ
の
 
う
せ
ざ
る
 
あ
ひ
だ
 
な
や
み
に

す
わ
り
 
う
れ
る
ひ
に
 
を
ら
ん
 
わ
れ
無
知
に
し
て
 
さ
と
り
な
く
 
全
能

者
の
 
み
ま
へ
に
／
む
な
し
き
よ
り
／
か
ろ
し
／
さ
れ
ど
 
そ
の
、
あ
ば
れ
み

は
 
お
ほ
い
な
れ
ば
／
わ
れ
を
 
た
す
け
た
ま
ふ
／
こ
と
も
あ
る
べ
し
V
〔
「

有
島
武
郎
研
究
 
一
「
詩
へ
の
逸
脱
」
を
め
ぐ
っ
て
8
一

絶
望
憤
」
〕
と
い
う
武
三
郎
の
信
仰
へ
の
共
感
と
同
情
も
、
虚
し
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

 
桜
井
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
有
島
の
作
品
に
は
、
武
三
郎
は
二
度
登
場

す
る
。
一
度
は
、
 
『
半
日
』
 
〔
明
4
2
・
2
〕
の
中
に
、
〈
若
く
し
て
死
ん
だ
一

基
督
教
青
年
の
遺
稿
V
で
、
有
島
の
悌
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
く
相
島
V
が
、

〈
学
校
に
居
た
時
は
夢
申
で
愛
し
た
本
V
と
し
て
。
〈
黒
皮
の
表
装
で
中
に
は

相
島
が
自
分
で
描
い
た
挿
絵
が
入
れ
て
あ
っ
て
、
詩
や
文
に
は
赤
青
の
線
が
引

き
散
ら
し
て
い
る
V
と
い
う
説
明
は
、
〈
相
島
V
の
、
『
用
無
遣
稿
」
に
対
す

る
姿
勢
、
生
活
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
と
と
も
に
、
現
実
の
『
用
無
遺
稿
」

そ
の
ま
～
の
姿
で
あ
り
、
た
し
か
に
桜
井
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
く
若
き
日
の

純
粋
な
信
仰
の
象
徴
V
と
し
て
の
一
面
を
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
、
有
島
が
こ
の
遣
稿
集
を
、
積
極
的
に
評
価
し
、
作
品
の
中
で
一
つ
の
位
置

を
与
え
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
過
去
礼
賛
、
つ
ま
り
、
〈
若
き
日
の
熱
烈
な

一
途
な
信
仰
を
な
つ
か
し
む
気
持
〉
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
キ
リ
ス

ト
教
離
反
後
の
有
島
の
人
間
観
の
中
で
も
充
分
に
共
感
し
う
る
否
定
的
要
素
の

存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
を
そ
の
本
質
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
 
『
半
日
」
で
は
、
〈
量
れ
は
僕
が
嘗
て
愛
読
し
た
ん
だ
が
〔
後
略
〕
V
．

と
い
う
く
相
島
V
の
言
葉
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
信
仰
者
永
野
武
三
郎
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
過
去
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
〈
相
島
V

の
信
仰
の
動
揺
期
に
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
沸
詩
が

ひ
ろ
い
読
み
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
「
乱
曲
」
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
詩
に
う
た
い
出
さ
れ
て
い
る
人
間
の
変
心
へ
の
絶
望
的
諦
念
が
印
象
的
で

あ
る
だ
け
に
、
一
方
で
は
く
相
島
〉
と
く
井
田
V
と
の
関
係
の
断
絶
を
思
わ
せ
、

さ
ら
に
は
、
〈
此
世
に
て
又
遇
ふ
べ
き
か
ト
遇
は
ぎ
る
か
／
此
世
に
て
又
遇
ふ
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マ

事
の
な
か
れ
か
し
。
／
又
遇
ふ
と
は
恨
の
井
戸
の
深
べ
掘
り
な
し
て
／
若
水
く

む
な
り
V
に
よ
っ
て
、
人
間
の
根
本
的
な
関
係
の
断
絶
を
も
あ
わ
せ
て
思
わ
せ

て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
否
定
的
人
間
観

は
、
信
仰
の
世
界
で
は
、
関
係
の
回
復
の
前
提
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
う
る
わ

け
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
疑
惑
を
感
じ
始
め
た
者
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
、
も
は
や
、
回
復
不
可
能
の
限
界
性
の
認
識
の
前
提
以
外
の
も
の
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
否
定
的
人
間
存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
．

．
と
し
て
の
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
『
用
無
遺
稿
』
の
、
否
定
的
人
間
観
を
媒
介
と
す
る
積
極
的
位
置
づ
け
は
、

 
『
三
部
曲
」
の
、
第
一
番
目
の
戯
曲
、
「
大
洪
水
の
前
」
の
中
で
、
〈
ヤ
ペ
テ

V
の
恋
人
、
滅
ぶ
べ
き
存
在
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
カ
イ
ン
族
の
娘
〈

ナ
ア
マ
〉
の
歌
う
歌
と
し
て
、
短
詩
「
断
緒
を
悼
む
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
有
島
所
持
本
の
申
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
詩
に
対
す

る
書
き
入
れ
ば
、
お
そ
ら
く
有
島
の
感
想
で
あ
ろ
う
が
、
〈
絃
絶
え
し
憂
転
た

る
声
あ
り
く
と
耳
を
つ
く
V
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
一
種
の
絶
望
感
が
、
、

そ
の
基
盤
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
戯
曲
が

大
正
五
年
一
月
、
「
白
樺
」
に
未
定
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
と
き
、
有
島
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

末
尾
に
、
〈
第
二
場
の
ナ
ア
ム
の
歌
は
永
野
用
無
子
の
歌
集
か
ら
抜
い
た
の
で

す
。
故
永
野
氏
は
生
前
嘗
て
会
は
な
か
っ
た
人
で
す
が
僕
は
そ
の
人
を
愛
し
ま

し
た
。
僕
は
こ
ん
な
自
分
勝
手
な
処
置
が
氏
の
霊
に
よ
り
て
許
さ
れ
る
事
を
信

 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
｝

ず
る
者
で
す
。
V
と
付
記
し
て
い
る
が
、
先
の
書
き
入
れ
と
、
こ
の
付
記
と
を

合
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
有
島
は
、
こ
の
詩
を
、
お
そ
ら
く
絶
望
の
歌
と
し
て

ナ
ア
マ
に
歌
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
自
分
勝
手
な
処
置

〉
と
は
、
著
作
権
所
有
者
の
許
諾
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
、
内
容
に
関
わ
る
解
釈
上
の
処
置
へ
の
配
慮
を
も
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
未
定
稿
と
定
稿
と
の
問
に
み
ら
れ
る
ナ
ア
マ
像
の
差

が
、
彼
女
の
罪
意
識
一
人
間
論
的
に
い
え
ば
絶
望
感
1
の
内
面
化
の
方
向
は
異

っ
て
は
い
る
が
、
認
識
の
基
盤
と
し
て
の
否
定
的
人
間
観
は
、
こ
の
詩
の
引
用

に
よ
っ
て
、
み
ご
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
〈
絃
絶
え
し
憂
然
た
る
声
V
は
、
〈
ナ
ア
マ
V
の
、
天
か
ら
も
人

か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
人
間
と
し
て
の
、
孤
独
な
姿
を
憂
え
る
声
へ
の
共
感
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
武
三
郎
の
詩
に
み
ら
れ
る
、
人
間
が
信
仰
に
向

う
前
提
と
し
て
の
否
定
的
状
況
認
識
を
、
人
間
の
中
に
可
能
性
を
求
め
る
前
提

と
し
て
作
品
の
中
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
も
、
新
し
い
愛
の
論
理
を
求
め
る
前

提
と
し
て
そ
う
す
る
こ
と
も
、
有
島
自
身
の
反
省
と
し
て
は
、
意
識
的
に
信
仰

の
次
元
を
離
れ
て
の
可
能
性
追
究
の
根
拠
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ

は
、
た
し
か
に
く
勝
手
な
処
置
V
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
有
島
が

生
涯
、
友
と
し
て
愛
し
た
武
三
郎
の
詩
を
く
ナ
ア
マ
V
に
歌
わ
せ
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
彼
女
に
託
し
た
詩
的
女
性
へ
の
期
待
の
大
き
さ
を
思
わ
せ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
「
断
緒
を
悼
む
」
に
象
徴
さ
れ
て

い
る
、
こ
の
詩
集
の
一
側
面
で
あ
る
絶
望
感
へ
の
、
・
有
島
の
強
い
共
感
と
相
侯

「っ

ﾄ
、
 
『
用
無
遺
稿
』
を
、
永
く
座
右
の
書
た
ら
し
め
て
い
る
一
つ
の
原
因
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
有
島
に
お
け
る
永
野
武
三
郎
の
『
用
無
遺
，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
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稿
」
は
、
生
涯
の
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

有
島
の
詩
論
「
詩
へ
の
逸
脱
」
考
察
の
前
提
と
し
て
の
く
詩
V
と
く
詩
論
V

（90）



追
究
の
た
め
に
、
そ
の
生
活
の
中
で
出
会
っ
た
詩
一
詩
人
と
の
関
係
を
、
通
時

的
に
捉
え
て
い
く
と
す
る
な
砂
ぱ
、
つ
ざ
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
詩
人
は
、
当
然

米
国
留
学
中
に
本
質
的
な
意
味
で
の
出
会
い
を
体
験
し
た
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と

ダ
ン
テ
の
二
詩
人
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
一
種
の
栓
楷
と
し
て
、
換

言
す
れ
ば
人
間
疎
外
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

当
時
の
有
島
に
と
っ
て
、
ダ
ン
テ
は
、
〈
地
獄
に
あ
る
一
霊
魂
〉
〔
日
記
、
明

'
3
7
・
8
・
3
0
〕
の
存
在
を
、
有
島
に
認
識
さ
せ
る
一
つ
の
契
…
機
で
あ
っ
た
こ
と

そ
の
恐
怖
か
ら
の
解
放
を
、
〈
大
な
る
魂
V
〔
足
助
素
一
宛
書
簡
、
大
2
・
1
0

・
2
8
〕
と
の
合
一
に
求
め
る
こ
と
の
可
能
性
を
教
え
た
の
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
米
国
留
学
の
、
有
島
の
精
神
史
に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
い
わ
ゆ
る
〈
魂
〉
願
望
が
、
有
島
の
精
神
史
に
あ

っ
て
、
た
ん
な
る
反
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
顕
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
お
け
る
逆
説
一
〈
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

が
、
信
じ
え
た
ア
メ
リ
カ
の
可
能
性
を
現
実
の
像
の
よ
う
に
提
出
し
た
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
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の
は
通
り
一
遍
な
読
み
方
だ
。
V
！
に
も
通
じ
る
、
〈
大
な
渇
魂
V
へ
の
信
仰

が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
一
変
形
と
し
て
捉
え
う
る
可
能
性
を
、
当
時
の
有
島
の

願
い
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
米
国
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
た
有
島
の
、
年
代
か
ら
い
え
ば
明
治
四

〇
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
対
す
る
動
揺
期
に
お
け

る
、
一
女
性
キ
リ
ス
ト
教
詩
人
座
客
愛
子
と
の
出
会
い
に
お
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

／

有
島
武
郎
研
究
 
一
「
詩
へ
の
逸
脱
」
を
め
ぐ
っ
て
e
t

・

 
 
今
夕
は
、
座
古
愛
子
の
「
伏
屋
の
曙
」
を
読
ん
で
、
甚
だ
有
益
に
尊
く
過

 
 
し
た
。
時
々
、
涙
が
眼
に
溢
れ
て
来
た
。
彼
女
は
、
詩
人
の
心
情
を
も
つ

 
 
て
る
る
。
彼
女
の
眼
識
は
鋭
く
、
眼
の
当
り
に
見
る
か
の
如
く
明
か
に
、

 
 
諸
者
に
そ
の
場
面
を
描
き
出
さ
し
め
る
。
彼
女
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
顔
付
も

 
 
亦
、
余
を
魅
す
る
事
多
く
、
為
に
余
は
彼
女
と
交
は
り
を
結
び
、
互
に
友

 
 
人
に
な
ら
う
と
決
心
し
た
。
余
は
彼
女
の
申
に
、
理
想
の
女
性
を
見
出
し

 
 
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
頑
固
に
近
い
程
の
堅
固
な
意
志
を
持
ち
、
而
も
そ

 
 
れ
が
憐
懇
、
同
情
の
感
情
に
よ
っ
て
容
易
に
而
も
美
し
く
柔
ら
げ
ら
れ
な

 
 
ご
や
か
に
な
る
女
性
一
叢
は
か
う
し
た
類
の
女
性
が
好
き
だ
。
〔
日
記
明

 
 
4
1
・
3
・
2
0
、
原
文
英
文
〕

 
笹
淵
友
一
氏
は
、
有
島
の
〈
座
古
愛
子
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
感
動
は
有

島
が
既
に
信
仰
を
失
っ
て
い
た
と
自
ら
い
っ
て
い
る
時
代
の
も
の
だ
け
に
、
示

 
 
 
 
 
 
「
（
註
1
5
）

唆
的
で
あ
る
。
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
た
し
か
に
、
有
島
に
と
っ
て
、
座

古
愛
子
と
い
う
女
性
は
、
永
野
武
三
郎
と
同
様
、
有
島
の
内
面
性
を
追
究
す
る

た
め
の
、
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
る
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
先
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
共
感
を
記
し
た
有
島
は
、
以
後
、
〈
一
友
人
と
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
云
ふ
手
紙
を
出
し
V
〔
同
、
3
・
2
7
〕
、
許
諾
の
返
書
を
得

て
、
〈
言
語
に
絶
す
る
喜
び
V
〔
同
旨
4
・
7
〕
を
感
じ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は

彼
女
の
第
二
の
著
書
『
続
伏
屋
の
曙
』
〔
明
4
1
・
6
、
警
醒
社
〕
を
読
ん
で
い

る
〔
同
、
7
・
1
5
〕
こ
と
な
ど
を
日
記
に
記
し
て
お
り
、
そ
の
傾
倒
ぶ
り
は
、

た
し
か
に
く
異
常
V
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
気
が
つ
く
こ
と
は
、
有
島
の

こ
の
〈
異
常
な
ま
で
の
感
動
〉
ぶ
り
が
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
少
女
憧
憬
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
は
、

い
さ
さ
か
趣
を
異
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
こ
の
く
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、

理
想
の
女
性
V
像
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
、
〈
古
藤
V
を
し
て
、
〈
「
明
暮
に

云
ふ
と
僕
は
あ
～
云
ふ
人
は
一
番
底
ひ
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
又
一
番
索
き
付

け
ら
れ
る
〔
後
略
〕
V
女
性
だ
と
云
わ
し
め
て
い
る
、
『
樵
る
女
』
の
く
葉
子

〉
の
姿
は
見
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
対
称
的
な
女
性
、
〈
人
の
同

情
を
あ
て
に
し
て
1
受
け
る
獣
の
様
に
、
到
る
処
に
癒
し
の
泉
を
求
め
歩
く
V

〔
日
記
、
明
4
1
・
4
・
7
〕
有
島
を
、
豊
か
な
感
受
性
を
も
っ
て
受
け
と
め
、

や
さ
し
く
、
愛
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
純
粋
な
、
慈
愛
に
満
ち
た

、
円
満
な
、
そ
の
ぐ
せ
一
種
の
透
明
さ
を
も
っ
た
女
性
へ
の
期
待
が
か
な
え
ら

れ
る
喜
び
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
島
は
、
彼
女
の
、
こ
の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
こ
と
を
、
〈
詩
人
の
心
情
V
を
も
っ
た
女
性
と
云
い
表
わ
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
詩
人
と
し
て
の
魅
力
を
こ
え
た
、
あ
く
ま
で
も
、
そ

の
詩
的
存
在
と
し
て
の
す
ば
ら
し
さ
に
心
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

 
．
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
く
理
想
の
女
性
V
、
そ
れ
は
、
当
時
の
有
島
の
言
葉

を
も
っ
て
す
れ
ば
、
〈
生
き
て
み
る
魂
V
を
も
っ
た
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
〈
余
は
生
き
て
み
る
魂
と
更
に
密
接
に
接
触
し
た
い
。
1
人
は

己
が
魂
と
相
触
る
㌧
魂
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
。
〉
〔
日
記
、
同
・
3
・
1
2
、

原
文
英
文
〕
と
い
う
願
い
を
も
っ
た
有
島
に
と
っ
て
、
喜
劇
愛
子
は
、
ま
さ
に

そ
の
具
現
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
座
古
愛
子
の
、
い
わ
ば
く
生
き
て
み
る
魂
V
と
し
て
の
存
在
を
支
え
て
い
る

も
分
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
彼
女
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
あ
る
。
，
彼
女
は
、
回

層
復
不
能
の
、
病
人
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
笹
淵
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う

に
、
有
島
の
愛
し
た
少
女
、
瀬
川
末
の
よ
う
な
、
不
遇
な
生
い
立
ち
を
も
っ
た

者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
し
て
、
彼
女
自
身
、
自
ら
を
く
罪
故
に
ほ
ろ
ぶ
 
あ
や

う
き
我
身
〉
〔
「
我
主
を
た
の
ま
ん
」
〕
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
実
感
し
な
が

ら
、
な
お
、
〈
ひ
た
す
ら
救
ひ
の
 
新
婦
を
ぞ
た
の
V
〔
〃
〕
み
、
〈
基
督
に

働
V
〔
「
基
督
に
働
は
ん
」
〕
う
生
活
を
願
い
つ
つ
、
．
愛
と
奉
仕
の
生
活
を
全
う

し
た
の
で
あ
っ
て
、
大
方
の
座
古
愛
子
評
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
序
文
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
内
村
鑑
三
な
ど
の
評

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
6
）

言
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
が
、
，
信
仰
者
と
し
て
の
生
涯
を
全

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
7
）

う
し
た
こ
と
は
、
『
伏
屋
の
曙
』
に
続
く
一
連
の
著
作
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
8
）

る
し
、
養
女
酒
井
意
志
氏
の
証
言
も
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
存
在
に
対
し
て
、
大
方
の
見
方
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
道
者
、
あ
る

い
は
宗
教
詩
人
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
有
島
は
、
か
な
ら
ず
し

も
そ
の
よ
う
に
は
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

彼
女
の
宗
教
上
の
態
度
が
、
甚
だ
消
極
的
な
こ
と
を
知
っ
て
み
る
。

記
、
同
・
4
・
7
、
原
文
英
文
〕

〔
日

 
原
文
の
英
文
で
は
、
〈
消
極
的
V
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
く
昌
①
頒
讐
一
く
①
V
と
い

う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
，
常
識
的
な
意
味
で
、
彼
女
の
信
仰
を
、
こ
の

よ
う
な
言
葉
で
表
わ
す
の
は
、
ま
ず
、
適
当
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
有
島
が
、
彼
女
を
し
て
く
嵩
Φ
α
q
流
説
o
V
と
称
し
た
の
は
、
い

っ
た
い
何
故
で
あ
ろ
う
。

 
お
そ
ら
く
、
有
島
の
、
こ
の
よ
う
な
座
古
愛
子
観
の
申
に
は
、
彼
の
根
元
的

な
願
い
を
こ
め
た
見
方
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
有
島
は

く
あ
る
固
定
し
た
観
念
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
あ
る
文
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
象

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
9
｝

徴
に
よ
っ
て
顕
証
し
て
ふ
た
た
び
そ
の
観
念
に
立
ち
も
ど
る
一
宗
教
画
V
で
は
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な
く
、
〈
創
像
力
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
決
定
的

意
味
を
も
つ
な
に
ら
か
の
認
識
や
信
念
に
到
達
し
、
ま
た
そ
れ
を
確
立
し
う
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
0
）

も
の
一
〉
、
す
な
わ
ち
く
詩
的
宗
教
V
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
実
現
の
可
能
性

を
、
座
古
愛
子
の
詩
的
存
在
性
に
託
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
脚

で
あ
る
。
そ
の
思
い
が
、
〈
理
想
の
様
に
美
し
い
も
の
と
、
我
々
の
夢
想
し
て

い
た
現
実
の
醜
く
さ
を
嫌
っ
て
、
余
の
心
の
交
り
を
病
人
の
内
に
求
め
る
の
は

余
と
し
て
は
全
く
自
然
の
成
行
だ
と
云
ひ
得
る
に
違
ひ
な
い
。
V
〔
同
、
3
・

2
7
〕
と
い
う
、
い
わ
ば
魂
の
健
全
性
を
、
生
き
て
い
る
魂
へ
の
期
待
と
い
う
か

た
ち
に
お
い
て
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
期
待
に
、
現
実
に
応
え
う
る
も
の
は
、
有
島
の
理
解
に
お
い
て
は

く
大
な
る
魂
V
と
の
本
質
的
一
致
を
可
能
に
し
た
と
思
わ
れ
て
い
る
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
有
島
の
実
状
で
も
あ
ろ

う
。
こ
の
と
こ
ろ
に
、
有
島
の
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
へ
の
傾
倒
の
、
内
的
必
然
性

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
座
古
愛
子
の
信
仰
の
一
面
と
し
て
の
魂

の
健
全
性
と
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
一
特
色
で
あ
る
健
全
性
と
を
重
ね
合
せ
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
〈
大
な
る
魂
〉
へ
の
一
種
の
信
仰
の
中
に

先
に
ふ
れ
た
く
逆
説
V
を
見
る
の
か
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
の
理
解
の
た
め
の

一
つ
の
問
題
点
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

彼
の
強
壮
さ
は
、
余
の
心
を
ひ
た
す
ら
驚
か
し
、
捕
へ
る
。
あ
れ
ほ
ど
健

康
に
し
か
も
あ
れ
ほ
ど
詩
的
に
あ
り
得
る
も
の
が
あ
ら
う
か
。
彼
こ
そ
確

か
に
来
る
べ
き
時
代
の
喜
ば
し
き
黎
明
で
あ
る
。
〔
同
、
3
・
H
〕

と
い
う
、
有
島
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
へ
め
讃
辞
に
み
ら
れ
る
、
健
全
な
る
魂
、
生

き
て
い
る
魂
と
の
合
致
へ
の
期
待
を
、
座
古
愛
子
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
女
に
、
〈
二
度
覚
れ
の
子
V
l
つ
ま
り
、
〈
生
の
不
安
や
苦
悩
や
罪
の
意
識

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
1
）

や
か
ら
回
心
し
て
入
信
す
る
者
V
か
ら
、
〈
一
度
生
れ
の
子
V
一
つ
ま
り
、
A

人
生
は
善
で
あ
る
と
い
う
感
じ
に
熱
情
的
に
身
を
託
し
き
る
t
最
初
か
ら
神
的

な
も
の
と
合
致
し
た
宗
教
を
も
っ
て
い
る
、
ま
た
本
質
的
に
世
界
の
た
の
し
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
2
）

一
面
を
強
調
し
て
、
そ
の
暗
い
面
を
思
い
わ
ず
ら
う
こ
と
を
禁
じ
る
V
者
へ
と

本
質
的
な
転
換
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ

れ
は
、
も
は
や
、
座
古
愛
子
へ
の
期
待
と
い
う
よ
り
は
、
彼
女
に
仮
託
さ
れ
た

有
島
の
、
根
源
的
な
願
望
の
顕
現
で
あ
る
と
云
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

註i
・
2
 
有
島
武
郎
論
-
盲
目
状
況
認
識
を
め
ぐ
っ
て
一
「
評
言
と
構
想
」
第

 
三
号
 
昭
5
0
・
1
0

3
 
「
自
然
観
に
み
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
と
定
着
の
考
察
」

4
 
日
記
に
も
、
い
く
つ
か
の
習
作
の
記
録
が
み
ら
れ
る
が
、
「
遠
友
夜
学
校

 
校
歌
」
〔
明
3
1
〕
、
『
五
日
集
」
〔
同
3
4
・
H
〕
な
ど
の
詩
作
の
他
に
、
自

 
選
詩
華
集
『
金
声
集
』
の
編
纂
の
事
実
〔
日
記
、
同
3
6
・
3
・
5
〕
な
ど
が

 
乙
の
時
期
の
具
体
的
な
詩
作
・
詩
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
。

5
 
『
有
島
武
郎
の
芸
術
と
生
涯
」
大
1
5
・
6
 
弘
文
社

6
 
留
学
前
後
の
有
島
武
郎
（
上
）
 
「
文
学
」
昭
3
9
・
1
0
．

7
 
「
日
本
現
代
文
学
全
集
」
月
報
2
5
 
昭
3
7
・
1
0

8
 
有
島
武
郎
伝
・
3
．
楡
の
樹
蔭
t
札
幌
農
学
校
時
代
一
 
「
文
芸
」
昭
3
8

9
 
「
教
会
評
論
」
第
六
十
八
号
 
明
3
1
・
9
。
な
お
、
武
三
郎
の
略
歴
に
つ
．

有
島
武
郎
研
究

 
 
 
 
へ

i
「
詩
へ
の
逸
脱
」
を
め
ぐ
っ
て
e
一
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い
て
は
、
い
ず
れ
も
く
序
文
V
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

10
@
「
フ
レ
ン
ド
精
神
病
院
に
お
け
る
看
護
夫
生
活
の
意
義
の
考
察
」

11

@
有
島
武
郎
と
用
無
遺
稿
 
 
「
文
学
・
語
学
」
第
3
0
号
 
昭
3
8
・
1
2

12

@
著
作
集
第
＝
輯
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
の
く
行
事
V
で
、
有
島
は
、

 
武
三
郎
お
よ
び
『
用
無
遺
稿
」
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
「
白
樺
」
に
掲
載
さ
れ

 
た
未
定
稿
の
付
記
は
、
定
稿
と
し
て
著
作
集
第
十
輯
『
三
部
曲
」
に
収
録
の

 
際
脱
落
し
て
い
る
。

13

@
『
用
無
遺
稿
』
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
そ
の
他
に
、
ω
糊
沢

 
龍
吉
「
永
野
用
無
」
1
立
教
の
詩
人
 
ω
1
〔
「
立
教
」
昭
3
8
・
1
2
〕
、
ω

 
笹
淵
友
一
「
有
島
武
郎
と
キ
リ
ズ
ト
教
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
の
注
2
・
3

 
〔
『
明
治
大
正
文
学
の
分
析
」
明
治
書
院
刊
所
収
 
昭
4
5
・
H
〕
-
な
ど
が
あ

 
る
。

14
@
岡
庭
昇
 
虚
構
の
逆
説
 
 
『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
・
吊
さ
れ
た
人
間
の
夢
」
筑

摩
書
房
刊
所
収
昭
5
0
・
9

15

@
註
1
3
の
ω
に
同
じ
。
な
お
、
座
古
愛
子
の
略
歴
に
つ
い
て
は
こ
の
註
に
略

 
記
さ
れ
て
い
る
。
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
 
マ

ー6

@
序
以
外
に
、
柏
木
義
円
の
「
坐
古
愛
子
嬢
を
訪
ふ
」
〔
「
上
毛
教
会
月
報

 
」
明
3
5
・
4
〕
、
「
坐
古
愛
子
の
実
歴
」
・
〔
同
、
同
・
6
〕
、
長
加
部
寅
吉

 
の
「
病
床
随
筆
」
〔
同
、
同
・
7
〕
な
ど
が
あ
る
。
な
お
詩
人
と
し
て
の
座

 
古
に
つ
い
て
は
、
日
弓
取
之
介
が
『
日
本
現
代
詩
大
系
』
第
三
巻
〔
昭
2
5
・

 
1
1
〕
に
お
い
て
と
ヶ
あ
げ
て
い
る
。

17

@
そ
の
他
の
著
書
に
は
、
「
聖
翼
の
蔭
』
〔
大
2
・
4
〕
、
『
父
」
〔
同
8

 
・
H
〕
、
『
微
光
」
〔
同
1
4
噛
・
8
〕
、
『
闇
よ
り
光
へ
」
〔
昭
6
．
6
〕
、

 
「
続
々
伏
屋
の
曙
』
〔
同
1
0
・
1
2
冒
、
 
『
小
説
不
知
火
」
 
〔
同
1
1
・
5
〕
な

 
ど
が
あ
る
。

18
@
筆
者
あ
て
書
簡
〔
昭
4
7
・
1
1
・
1
7
〕
、
な
お
、
こ
の
書
簡
に
よ
る
と
、
座

 
古
愛
子
は
、
昭
和
二
十
年
三
月
十
日
午
前
一
時
、
東
須
磨
に
て
永
眠
、
六
十

 
八
才
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
・
2
0
・
2
1
・
2
2
 
藤
原
定
 
「
詩
の
宇
宙
」
『
詩
の
宇
宙
一
重
吉
 
元
吉

 
賢
治
』
皆
珊
珊
刊
所
収
 
昭
4
7
・
9

 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊

 
註
3
・
1
0
は
、
拙
著
『
有
島
武
郎
の
文
学
』
 
（
昭
4
9
・
6
、
桜
楓
社
刊
）
所

 
収
論
文
で
あ
る
。

付
 
記

 
 
現
在
、
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
の
有
島
所
持
本
『
用
無
遺
稿
」
の
閲
読
に

 
つ
い
て
は
、
瀬
沼
茂
樹
先
生
の
ご
配
慮
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
を
申

 
し
上
げ
ま
す
。

（94）


