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永
遠
回
帰
の
世
界

田糸

」

亮

一

　
「
私
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
、
生
の
代
弁
者
、
苦
悩
の
代
弁
者
、
円
環
の
代
弁
者
が
一
こ
の
私
が
お
前
を
呼
ぶ
の
だ
、
私
の
最
も
深

淵
的
な
思
想
を
。
／
幸
い
だ
。
お
前
が
来
る
、
1
お
前
の
声
が
聞
こ
え
る
。
私
の
深
淵
が
語
る
。
私
の
最
後
の
深
み
を
私
は
光
の
も
と

に
さ
ら
し
た
の
だ
」
（
「
回
復
す
る
者
」
1
）
。

　
第
三
部
「
幻
影
と
謎
」
に
お
い
て
牧
人
の
幻
影
を
見
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
そ
の
次
の
章
「
意
に
反
す
る
至
福
」
に
お
い
て
「
お

前
（
最
も
深
淵
的
な
思
想
）
に
上
が
っ
て
来
い
と
呼
び
か
け
る
こ
と
を
、
私
は
未
だ
敢
え
て
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

彼
が
こ
の
呼
び
か
け
を
敢
え
て
な
す
の
は
、
第
三
部
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
い
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
永
遠
回

帰
の
思
想
と
対
決
す
る
こ
と
を
始
め
る
。
牧
人
の
幻
影
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
あ
る
べ
き
姿
を
予
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
幻
影
と
謎
」
に
お
い
て
彼
の
動
物
た
ち
が
永
遠
回
帰
の
思
想
を
直
視
す
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
導
い
て
い
た
よ
う
に
、
「
回
復
す

る
者
」
に
お
い
て
も
、
否
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
彼
を
導
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
こ
の

章
に
お
い
て
、
彼
の
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
運
命
を
示
す
。
「
見
よ
、
あ
な
た
は
永
遠
回
帰
の
教
師
な
の
だ
」
（
「
回
復
す
る

者
」
2
）
。
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
永
遠
回
帰
の
教
師
へ
転
び
こ
う
と
し
て
い
る
。
「
私
の
動
物
た
ち
が
私
を
導
い
て
く
れ
る

よ
う
に
」
（
「
序
説
」
1
0
）
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
願
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
三
部
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
彼
の
動
物
た
ち
が

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
導
い
て
い
る
と
い
う
こ
う
し
た
理
解
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
と
対
立
す
る
。
そ
れ
故
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
を
批

判
的
に
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平

を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
三



二
四

動
物
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
？

　
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
り
、
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
。
そ
し
て
神
の
ま
わ
り
で
は

す
べ
て
は
一
ど
う
な
る
の
か
、
恐
ら
く
『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
一
」
。
ニ
ー
チ
ェ
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0
の
こ
の
言
葉
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
の
主
導
思
想
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
三
七
年
夏
学
期
講
義
『
西
洋
的
思
惟

に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
形
而
上
学
的
根
本
立
場
　
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
言
葉
を
講
義
の
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頭
に
お
い
て
引
用
し
、
さ
ら
に
何
度
も
言
及
し
、
そ
し
て
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
こ
の
講
義
を
閉
じ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
言
葉
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
i
チ
ェ
の
形
而
上
学
的
根
本
立
場
は
永
遠
回
帰
の

思
想
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
即
し
て
、
永
遠
回
帰
の
思
想
の
意
味
を
読
み
解
こ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
解
釈
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
の

導
き
の
糸
と
な
る
。
『
喜
ば
し
き
知
』
第
四
書
の
最
後
の
断
章
3
4
2
は
、
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
（
ヨ
。
昼
叶
霞
轟
。
Φ
島
餌
）
と
い
う
言
葉
で
始

ま
り
、
こ
の
翌
年
（
一
八
八
三
年
）
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
冒
頭
と
な
る
。
つ
ま
り
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
悲
劇
で
あ
り
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
の
英
雄
で
あ
る
。
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
英
雄
的
な
思
惟
者
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
思
惟
者
が
思
惟
す
る
も
の
は
、
悲
劇
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
極
限
の
否
へ
の
最
高
の
然
り
と
し
て

と
も
に
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
1
英
雄
と
し
て
の
思
惟
者
」
（
O
＞
置
・
も
。
ω
）
。
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
の
思
想
は
「
極
限
の
否
へ
の
最

高
の
然
り
」
の
う
ち
で
の
み
、
「
こ
の
克
服
す
る
思
想
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
（
の
〉
心
奔
卜
。
O
ω
）
。
克
服
す
る
思
想
と
し
て
の
み
存
在
す

る
が
故
に
、
永
遠
回
帰
の
思
想
は
、
克
服
す
る
思
惟
者
、
す
な
わ
ち
英
雄
と
し
て
の
思
惟
者
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
要
求
す
る
。
1
英
雄

の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
る
。
し
か
し
『
ッ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
悲
劇
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
を
批
判
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
悲
劇
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
解
釈
に
定
位
し
た
い
。

　
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
勝
手
に
選
ば
れ
た
動
物
で
は
な
い
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
本
質
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
自
身
の
本
質
の
形
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
の
教
師
で
あ
る
と
い
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
課
題
の
形
象
で
あ

る
」
（
Ω
〉
濠
噂
ミ
）
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
と
し
て
の
鷲
と
蛇
が
何
を
形
象
化
し
て
い
る
か
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。
「
1
．
鷲
と
蛇
の
円
と
輪
は
、
永
遠
回
帰
の
円
と
輪
を
形
象
化
し
て
い
る
。
2
．
鷲
と
蛇
の
本
質
で
あ
る
誇
り
と
賢
さ
は
、
永

遠
回
帰
の
教
師
の
根
本
態
度
と
知
の
あ
り
方
を
形
象
化
し
て
い
る
。
3
．
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
孤
独
の
動
物
と
し
て
の
鷲
と
蛇
は
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
に
対
す
る
最
高
の
要
求
を
形
象
化
し
て
い
る
」
（
Ω
〉
匁
』
ρ
＜
ひ
q
卜
O
＞
暉
b
ω
。
。
）
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
に
定
位
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
読
む
た
め
の
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
が
十
分
な
わ
け
で
も
、
正
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
簡
単
に
批
判
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
と
し
て
鷲
と
蛇
し
か
扱
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
獅
子
と
鳩
も
ま
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
な
の

で
あ
る
。
第
二
に
鷲
ど
蛇
が
共
に
永
遠
回
帰
の
思
想
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
あ
り
方
を
形
象
化
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
鷲

は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
（
鷲
の
勇
気
）
を
、
蛇
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
思
想
（
永
遠
回
帰
の
思
想
）
を
形
象
化
し
て
い
る
。
鷲
と

蛇
は
「
彼
自
身
と
彼
の
思
想
」
と
し
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
鷲
と
蛇
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
い
か
に
導
い
て
い
る
か
に

つ
い
て
何
ら
の
解
明
も
行
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
こ
と
だ
が
、
第
四
に
「
幻
影
と
謎
」
に
お
け
る
「
黒
い
重
い
蛇
」
が

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
蛇
の
反
対
形
象
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
黒
い
重
い
蛇
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
蛇
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
部
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
永
遠
回
帰
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
極

め
て
重
要
な
の
で
、
い
く
ら
か
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
そ
こ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
動
物
の
語
り
1
1
小
び
と
の
語

り
」
の
同
一
視
で
あ
る
。
「
回
復
す
る
者
」
2
に
お
い
て
鷲
と
蛇
は
永
遠
回
帰
の
世
界
を
語
る
。
「
す
べ
て
の
物
は
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
。
…

二
五



二
六

…
永
遠
性
の
道
は
曲
が
っ
て
い
る
」
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
「
恐
ら
く
動
物
た
ち
の
語
り
は
、
小
人
の
語
り
よ
り
一
層
華

や
か
で
巧
み
で
遊
戯
的
な
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
根
本
に
お
い
て
、
小
人
の
語
り
と
同
じ
で
あ
る
。
小
人
の
語
り
に
対
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
は
、
安
易
に
捉
え
る
な
と
抗
議
す
る
の
で
あ
る
」
（
○
〉
置
噂
昭
）
。
「
動
物
の
語
り
1
1
小
び
と
の
語
り
」
の
同
一
視
か
ら
、
ツ
ァ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
ご

ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
が
永
遠
回
帰
の
思
想
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
小
人
に
「
お
前
は
私
の

深
淵
的
な
思
想
を
知
ら
な
い
」
（
「
幻
影
と
謎
」
2
）
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
し
か
し
「
回
復
す
る
者
」
2
に
お
い
て
、
「
す
べ
て
の
物
は
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
…
…
」
と
語
っ
た
動
物
た
ち
に
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
は
答
え
る
。
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
、
七
日
の
間
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
…
…
」
。
こ
れ
に
対

し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
「
し
か
し
こ
の
知
は
や
は
り
知
で
は

な
い
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
彼
は
た
だ
皮
肉
を
込
め
て
言
お
う
と
し
て
い
る
、
動
物
た
ち
は
全
く
何
も

知
ら
な
い
の
だ
と
」
（
O
＞
濠
愚
寒
く
ひ
q
一
〇
〉
農
℃
N
O
卜
。
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
と
小
人
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
し
よ
う
。
小
人
は
「
重
さ
の
霊
、
私
の
悪
魔
・
不

倶
戴
天
の
敵
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
と
し
て
彼
の
導
き
手
で
あ
る
。
導
き
手
の
語
り
と
不

倶
戴
天
の
敵
の
語
り
を
同
一
視
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
本

質
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
の
本
質
の
形
象
で
あ
る
」
（
の
〉
鼻
ミ
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
物
た
ち
を
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
の
敵
で
あ
る
小
人
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
解
釈
の
自
己
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
「
動
物
た
ち
は
全
く
何
も
知
ら
な
い
の
だ
」
と
す
る
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」

の
本
当
の
意
味
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
逆
の
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
無
理
だ
ろ
う
。
ま
た
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
を
導
く
者
で
あ
る
か
ら
、
動
物
た
ち
が
全
く
何
も
知
ら
な
い
と
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
の
動
物
た
ち
の
本
質
は
、
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
の
教
師
で
あ
る
と
い
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
課
題
の
形
象
で
あ
る
」
（
b
＞
心
心
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ミ
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
反
す
る
だ
ろ
う
。
ツ
ア
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
本
質
を
永
遠
回
帰
の
教
師
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
動
物
た

ち
自
身
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
動
物
た
ち
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の
動
物
た
ち
は
、
お
お
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
、
あ
な
た
が

誰
で
あ
り
、
誰
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
見
よ
、
あ
な
た
は
永
遠
回
帰
の
教
師
な
の
だ
。
そ
れ
が
今
や
あ
な

た
の
運
命
な
の
だ
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
動
物
た
ち
の
知
を
否
定
し
た
同
じ
「
回
復
す
る
者
」
2
で

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
本
質
を
永
遠
回
帰
の
教
師
と
す
る
こ
と
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
こ

の
箇
所
に
定
位
す
る
以
外
に
、
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
〈
ひ
。
ド
Ω
〉
鼻
ω
一
・
O
N
）
。
こ
の
箇
所
に
お
け
る
動
物
た
ち
の
知
を
真
の
知

と
し
、
同
じ
「
回
復
す
る
者
」
2
で
の
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
の
知
を
否
定
す
る
こ
と
は
奇
妙
で
あ
る
。
一
方

で
は
「
回
復
す
る
者
」
2
に
お
け
る
動
物
た
ち
の
言
葉
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
ー
－
永
遠
回
帰
の
教
師
」
の
う
ち
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の

本
質
を
見
、
他
方
で
そ
の
同
じ
動
物
た
ち
が
、
し
か
も
同
じ
場
面
で
の
動
物
た
ち
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
こ
と
を
全
く
分
か
っ
て
い
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
奇
妙
な
自
己
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
。

　
し
か
し
何
故
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
し
た
無
理
な
解
釈
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
動

物
た
ち
の
知
を
是
が
非
で
も
否
定
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
動
物
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
困
る
の
か
。
そ
れ
は
動
物
た

ち
が
歌
う
世
界
、
「
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
世
界
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
と
っ
て
「
一
層
華
や
か
で
巧
み
で
遊
戯
的
」
（
o
q
錘
自
Φ
口
自
2
§
自
o
q
①
≦
き
α
け
①
『
§
自
ω
豆
色
①
巳
興
）
（
O
＞
心
ら
糟
昭
）
に
見
え
る
。

こ
の
世
界
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
想
定
す
る
悲
劇
の
世
界
と
正
反
対
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
の
世
界
を
思
惟
す
る
こ
と
は
「
困
窮
か
ら
の
叫
び
」

（
O?
暉
６
0
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
悲
劇
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
が
歌

う
世
界
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
動
物
た
ち
が
永
遠
回
帰
の
世
界
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
小
人
と
同
じ
次
元
に
既
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
無
理
な
解
釈
を
自
己
矛
盾
を
犯
し
て
ま
で
強
行
す
る
の
は
、
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
七



二
八

す
べ
て
の
解
釈
は
或
る
解
釈
地
平
ヘ
テ
ク
ス
ト
を
射
影
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
の
地
平
は
悲

劇
で
あ
る
。
も
し
こ
の
解
釈
地
平
へ
映
し
出
さ
れ
た
姿
が
大
き
く
歪
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
解
釈
地
平
そ
の
も
の
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
映

す
の
に
相
応
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悲
劇
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

二
　
悲
劇
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
？
．

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
悲
劇
と
解
釈
す
る
テ
ク
ス
ト
上
の
根
拠
は
、
『
喜
ば
し
き
知
』
第
四
書
の
最
後
の
節
3
4
2

で
あ
る
（
の
〉
仁
心
b
？
ω
O
）
。
そ
れ
は
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
（
ヨ
9
嘗
叶
嘗
鋤
σ
q
o
Φ
鼠
餌
）
と
い
う
言
葉
で
始
ま
り
、
そ
れ
以
下
の
文
章
が
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
、
こ
の
翌
年
（
一
八
八
三
年
）
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
冒
頭
と
な
る
。
そ
れ
故
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
「
悲

劇
が
始
ま
る
」
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
悲
劇
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
疑
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
は
『
喜
ば

し
き
知
』
に
第
五
書
を
書
き
加
え
た
第
二
版
を
出
版
す
る
。
そ
の
第
二
版
の
序
文
（
一
八
八
六
年
秋
）
は
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
と
い
う
言

葉
に
言
及
し
て
い
る
。
「
『
悲
劇
が
始
ま
る
』
（
ぎ
息
且
什
q
鋤
ひ
q
o
①
臼
鋤
）
1
こ
の
危
険
で
あ
り
i
危
険
で
な
い
書
物
の
終
り
に
こ
の
よ
う
に

書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
用
心
し
て
欲
し
い
の
だ
。
と
び
き
り
悪
く
悪
意
あ
る
何
も
の
か
の
到
来
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
パ
ロ
デ
ィ

が
始
ま
る
（
5
士
爵
什
O
鷲
。
臼
鋤
）
、
そ
れ
は
疑
い
が
な
い
…
…
」
。
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
に
対
し
て
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
が
対
照
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
単
な
る
悲
劇
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
「
悲
劇
が
始
ま
る
」
と
い
う
言

葉
を
重
視
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
致
命
的
な
無
視
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
致
命
性
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
解
釈
の
主
導
思
想
に
即
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
導
思
想
は
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0

で
あ
っ
た
。
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
り
、
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
。
そ
し
て
神
の
ま

わ
り
で
は
す
べ
て
は
一
回
目
な
る
の
か
、
恐
ら
く
『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
…
」
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ

て
が
悲
劇
と
な
る
」
に
定
位
し
て
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
は
一
ど
う
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な
る
の
か
、
恐
ら
く
『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
一
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
「
同
じ
も
の
の
永
遠
回
帰
は
最
も
重
い
思
想
で
あ
る
。

そ
の
思
惟
者
は
知
と
意
志
の
英
雄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
彼
は
何
ら
か
の
決
ま
り
文
句
を
も
っ
て
世
界
と
世
界
の
創
造
と
を

勝
手
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
で
き
は
し
な
い
。
『
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
る
』
。
悲
劇
を
通
し
て
の
み
、
そ
れ
の

ま
わ
り
で
し
か
も
た
だ
『
恐
ら
く
』
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
神
へ
の
問
い
が
生
じ
る
」
（
O
＞
薩
・
コ
）
。
確
か
に
こ
こ
に
「
英
雄
・
悲
劇
」

－
「
神
・
世
界
」
の
連
関
が
語
ら
れ
、
こ
の
連
関
を
一
つ
の
連
関
た
ら
し
め
る
も
の
が
永
遠
回
帰
の
思
想
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
半

神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
」
と
い
う
言
葉
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0
を
ニ
ー

チ
ェ
解
釈
の
主
導
思
想
と
し
て
選
ん
だ
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
、
主
導
思
想
を
全
体
と
し
て
解
釈
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
半
神
・
サ
チ
ュ

ロ
ス
劇
」
を
解
釈
で
き
ず
無
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
「
パ
ロ
デ
ィ
が
始
ま
る
」
の
無
視
と
同
じ
根
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は

悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
で
あ
る
。
悲
劇
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い
う
先
行
理
解
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
「
半
神
・
サ

チ
ュ
ロ
ス
劇
」
を
解
釈
で
き
な
い
こ
と
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
は
第
三
部
「
幻
影
と
謎
」
と
「
回
復
す
る
者
」
を
中
心
に
な
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ

の
二
つ
の
章
は
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
二
つ
の
章
が
属
す
る
第
三
部
を
導
く
モ
ッ
ト
ー
を
無
視
し
て
い
る
。
「
お

前
た
ち
が
高
み
を
求
め
る
と
き
、
お
前
た
ち
は
上
を
見
る
。
私
は
高
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
私
は
下
を
見
る
。
／
お
前
た
ち
の
誰
が
笑
う

こ
と
と
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
／
最
高
の
山
に
登
る
者
は
、
す
べ
て
の
悲
－
劇
と
悲
劇
的
一
真
剣
さ
を
笑

う
」
。
何
故
無
視
す
る
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
悲
劇
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
す
べ
て
の
悲
－
劇
と
悲
劇
的
－
真
剣

さ
を
笑
う
」
こ
と
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悲
劇
に
固
執
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、
「
悲
劇
を
道
徳
的
に
味
わ
う
者
は
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ら
に
い
く
つ
か
の
段
階
を
登
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ら
言
う
だ
ろ
う
。

　
永
遠
回
帰
の
思
想
は
「
克
服
す
る
思
想
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
（
O
＞
卜
《
b
。
O
ω
）
が
故
に
、
克
服
す
る
思
惟
者
、
す
な
わ
ち
英
雄
と

し
て
の
思
惟
者
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
要
求
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
の
中
心
に
置
く
「
幻
影
と
謎
」
に

二
九



三
〇

お
い
て
永
遠
回
帰
の
克
服
は
牧
人
の
笑
い
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
（
Ω
〉
茸

卜
。

n
O
）
。
「
し
か
し
牧
人
は
、
私
の
叫
び
が
彼
に
助
言
し
た
よ
う
に
、
か
ん
だ
。
彼
は
す
ば
ら
し
い
仕
方
で
か
ん
だ
の
で
あ
る
。
遠
く
へ
彼

は
蛇
の
頭
を
吐
い
た
。
そ
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。
／
も
は
や
牧
人
で
も
な
く
、
も
は
や
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
変
容
し
た
者
、
光

に
包
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
笑
っ
た
の
で
あ
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
こ
こ
で
「
笑
っ
た
」
と
い
う
語
が
強
調
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
牧
人
の
こ
の
笑
い
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る
。
牧
人
の
笑
い
は
悲
劇
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
語
る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
」
（
の
〉
心
命
卜
。
O
一
）
は
牧
人
の
笑
い
の
次
元
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
第
三
部
の
モ
ッ
ト
ー
と
牧
人
の
笑
い
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
笑
う
獅
子
を
無
視
す
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

の
動
物
た
ち
に
定
位
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
獅
子
と
鳩
を
無
視
し
て
い
る
。
「
鳩
の
群
れ
を
伴
っ
た
笑
う
獅
子
」
は
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
成
熟
・
完
成
し
た
こ
と
を
示
す
徴
で
あ
る
。
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
と
す
れ
ば
、
笑
う
獅
子

を
扱
い
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「
笑
う
獅
子
」
の
笑
い
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
成
熟
と
し
て
、
端
的
に
悲
劇
を
超
え
て
い
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
鳩
は
「
鳩
の
足
で
来
る
思
想
」
と
し
て
永
遠
回
帰
の
思
想
を
形
象
化
し
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
永
遠
回
帰

の
思
想
は
「
困
窮
か
ら
の
叫
び
」
（
○
〉
遺
鋲
◎
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
悲
劇
的
な
思
想
は
重
々
し
い
思
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
、
「
鳩
の
足
で
来
る
思
想
」
に
な
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。
鳩
の
よ
う
な
軽
や
か
さ
（
軽
や
か
な
飛
翔
性
と
し
て
の
柔
和
さ
）
は

悲
劇
的
で
は
な
い
。

　
「
回
復
す
る
者
」
を
解
釈
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
動
物
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
る
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
永
遠
回
帰
の
世
界
を
「
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
世
界
と
し
て
歌
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
言
う
。
「
お
お
、
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
、
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
て
、
再
び
微
笑

し
た
。
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
、
七
日
の
間
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
。
／
そ
し
て
あ
の
怪
物
が
私

の
咽
喉
に
這
い
込
み
、
私
を
窒
息
さ
せ
た
こ
と
を
。
し
か
し
私
は
蛇
の
頭
を
か
み
切
り
、
そ
れ
を
私
か
ら
吐
き
出
し
た
の
だ
。
／
そ
し
て
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お
前
た
ち
、
－
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
…
…
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
「
道
化
者
よ
、
手
回
し

オ
ル
ガ
ン
よ
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
、
そ
し
て
「
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」
の
意
味
に
つ
い
て
は

後
に
（
五
）
論
じ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
の
解
釈
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
こ
の
言
葉
を
皮
肉
と
し
て
捉
え
、
「
動
物
た
ち
は
全
く
何
も
知
ら
な
い
」
（
Ω
〉
置
「
昭
）
、
「
お
前
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
知
ら
な

い
」
（
O
＞
鼻
N
O
N
）
と
解
釈
し
た
。
そ
れ
は
動
物
た
ち
の
語
り
を
小
人
の
語
り
と
同
じ
次
元
に
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
小
人
が
重
さ

の
霊
と
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
こ
の
同
一
視
は
無
理
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
区
別
は

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
態
度
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
お
前
重
さ
の
霊
よ
、
と
私
は
怒
っ
て
語
っ
た
。
あ
ま
り
に
安
易
に
捉
え
る
な
」
（
「
幻

影
と
謎
」
2
）
。
重
さ
の
霊
と
し
て
の
小
人
に
「
怒
っ
て
」
語
る
の
に
対
し
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
動
物
た
ち
に
「
微
笑
す
る
」
の

で
あ
る
。
「
怒
る
」
と
「
微
笑
す
る
」
の
違
い
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
両
者
の
語
り
を
完
全
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
を
文
字
ど
お
り
理
解
す
べ
き
こ
と
は
、
遺
稿
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
お
お
、
お
前

た
ち
道
化
者
よ
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
た
。
七
日
の
問
に
私
に
起
き
た
こ
と
を
、
お
前
た
ち
は
私
と
同
じ
よ
う
に
よ
く
（
ω
o
Φ
q
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

鼠
①
ざ
げ
）
知
っ
て
い
る
」
。

　
「
お
前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
を
「
お
前
た
ち
は
結
局
の
と
こ
ろ
知
ら
な
い
」
（
O
＞
濠
b
O
卜
。
）
と
解
釈
す
る
こ
と

に
、
テ
ク
ス
ト
上
の
根
拠
は
何
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
う
解
釈
す
る
の
は
、
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
に
『
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
映
し
出
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
に
し
か
根
拠
が
な
い
テ
ク
ス
ト
解
釈
は
、
も
は
や
テ
ク

ス
ト
の
解
釈
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
改
ざ
ん
に
す
ぎ
な
い
。
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
は
、
テ
ク
ス
ト
の
改
ざ
ん
か
、
テ
ク
ス
ト
（
パ
ロ

デ
ィ
が
始
ま
る
、
半
神
・
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
、
第
三
部
の
モ
ッ
ト
ー
、
牧
人
の
笑
い
、
鳩
の
群
れ
を
伴
っ
た
笑
う
獅
子
）
の
無
視
に
終
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
。
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
そ
の
も
の
を
捨
て
去
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
改
ざ
ん
し
て
ま
で
も
「
お
前
た
ち
は

結
局
の
と
こ
ろ
知
ら
な
い
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
動
物
た
ち
が
歌
う
永
遠
回
帰
の
世
界
が
悲
劇
の
世
界
と
正
反
対
だ
か
ら
で
あ

ゴ
ニ



三
二

る
。
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
か
ら
解
放
さ
れ
た
目
で
、
そ
の
世
界
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
　
す
べ
て
の
物
は
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る

　
「
す
べ
て
の
物
は
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
。
そ
れ
は
来
て
、
手
を
さ
し
の
べ
、
笑
い
、
逃
げ
る
一
そ
し
て
帰
っ
て
来
る
。
／
す
べ
て
の

も
の
は
行
き
、
す
べ
て
の
も
の
は
帰
っ
て
来
る
。
存
在
の
車
輪
は
永
遠
に
回
転
す
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
死
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
再
び

花
開
く
。
永
遠
に
存
在
の
年
は
め
ぐ
る
。
／
す
べ
て
の
も
の
は
壊
れ
、
す
べ
て
の
も
の
は
新
た
に
組
み
立
て
ら
れ
る
。
永
遠
に
存
在
の
同

じ
家
は
建
て
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
別
れ
、
す
べ
て
の
も
の
は
再
び
会
う
。
永
遠
に
存
在
の
円
環
は
自
分
に
忠
実
で
あ
る
。
／
あ
ら

ゆ
る
瞬
間
に
存
在
は
始
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
此
処
の
周
り
で
彼
処
の
球
が
回
転
す
る
。
申
心
は
至
る
所
に
あ
る
。
永
遠
性
の
道
は
曲
が
っ
て

い
る
し
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
歌
う
。
動
物
た
ち
が
歌
う
「
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
自

身
舞
踏
す
る
」
世
界
は
、
「
日
の
出
前
」
の
世
界
、
「
す
べ
て
の
物
が
偶
然
と
い
う
足
で
踊
る
こ
と
を
好
む
」
世
界
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま

り
子
供
の
世
界
で
あ
る
。
三
つ
の
変
容
に
お
け
る
子
供
は
、
「
自
ら
回
転
す
る
車
輪
」
と
し
て
「
存
在
の
車
輪
が
永
遠
に
回
転
す
る
」
世

界
の
う
ち
で
遊
び
、
「
新
た
に
始
め
る
こ
と
」
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
存
在
が
始
ま
る
」
世
界
の
う
ち
で
遊
戯
す
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
世
界
に
お
い
て
「
永
遠
に
存
在
の
円
環
は
自
分
に
忠
実
で
あ
る
」
が
、
「
存
在
の
円
環
」
（
◎
韓
空
轟
号
。
。
も
。
①
貯
ω
）
と
い
う
言
葉

は
、
こ
れ
が
永
遠
回
帰
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
永
遠
回
帰
の
世
界
を
歌
う
第
三
訟
訴
終
章
「
七
つ
の
封
印
」
は
繰
り
返
し

歌
う
。
「
お
お
、
ど
う
し
て
私
が
永
遠
性
を
激
し
く
求
め
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
指
輪
の
な
か
の
結
婚
の
指
輪
（
捜
轟
）
、
回
帰
の
円

環
（
空
読
自
2
ヨ
①
号
蒔
§
沖
）
を
」
。
そ
し
て
第
四
部
「
酔
歌
」
1
1
は
言
う
。
「
快
が
欲
し
な
い
も
の
が
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
。
快
は
、

す
べ
て
の
苦
痛
よ
り
、
渇
望
し
、
心
か
ら
切
望
し
、
飢
え
、
恐
ろ
し
く
、
ひ
そ
か
で
あ
る
。
快
は
自
分
を
欲
す
る
。
快
は
自
分
を
か
む
。

快
の
う
ち
で
円
環
の
意
志
（
口
①
ω
図
一
謬
⑰
q
①
ω
ぐ
く
同
躍
⑦
）
が
円
環
す
る
」
。
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こ
の
世
界
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
物
は
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
。
こ
の
舞
踏
は
重
さ
の
霊
を
克
服
し
た
世
界
で
あ
る
。
第
三
部
「
幻
影

と
謎
」
に
お
け
る
重
さ
の
霊
と
し
て
の
小
人
の
思
想
は
「
あ
ら
ゆ
る
投
げ
ら
れ
た
石
は
落
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
あ
っ
た
。
動
物

た
ち
が
歌
う
こ
の
世
界
は
、
小
人
と
の
戦
い
に
対
す
る
勝
利
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
部
「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」
に
お
い
て
語

ら
れ
た
「
重
さ
の
霊
を
殺
す
こ
と
」
の
実
現
で
あ
る
。
「
重
さ
の
霊
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
落
下
す
る
。
／
怒
り
に
よ
っ
て
で
な
く
、

笑
い
に
よ
っ
て
人
は
殺
す
。
さ
あ
、
重
さ
の
霊
を
殺
そ
う
で
は
な
い
か
。
／
…
…
／
今
や
私
は
軽
い
、
今
や
私
は
飛
ぶ
、
今
や
私
は
私
の

下
に
私
を
見
る
、
今
や
私
を
通
し
て
一
人
の
神
が
舞
踏
す
る
」
。

　
永
遠
回
帰
の
世
界
が
舞
踏
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
、
第
三
部
「
新
旧
の
板
」
2
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
憧
憬
が
彼
を
そ
こ
へ
と
引
き
さ
ら
う
「
い
か
な
る
夢
も
未
だ
見
た
こ
と
の
な
い
遠
い
未
来
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
こ

で
は
す
べ
て
の
生
成
が
神
々
の
舞
踏
と
神
々
の
悪
ふ
ざ
け
だ
と
私
に
思
わ
れ
た
、
そ
し
て
世
界
は
解
放
さ
れ
、
放
出
さ
れ
て
、
自
分
自
身

へ
逃
げ
帰
る
。
／
多
く
の
神
々
が
永
遠
に
逃
げ
合
い
、
永
遠
に
再
び
探
し
合
う
。
多
く
の
神
々
が
至
福
に
反
論
し
合
い
、
再
び
耳
を
傾
け

合
い
、
再
び
相
互
に
帰
属
し
合
う
。
／
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
時
間
が
瞬
間
に
対
す
る
至
福
な
嘲
笑
だ
と
私
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
必
然

性
が
自
由
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
由
の
刺
を
至
福
に
玩
ん
だ
」
。
「
す
べ
て
の
生
成
が
神
々
の
舞
踏
と
神
々
の
悪
ふ
ざ
け
だ
」
と
は
、
「
す

べ
て
の
物
が
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
こ
と
と
同
じ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
多
く
の
神
々
が
永
遠
に
逃
げ
合
い
、
永
遠
に
再
び
探
し
合
う
」
と

は
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
別
れ
、
す
べ
て
の
も
の
は
再
び
会
う
」
と
い
う
「
永
遠
に
存
在
の
円
環
は
自
分
に
忠
実
で
あ
る
」
世
界
、
つ
ま

り
永
遠
回
帰
の
世
界
で
あ
る
。

　
こ
の
舞
踏
の
世
界
は
重
さ
の
霊
を
克
服
し
た
世
界
で
あ
る
。
「
何
故
な
ら
、
そ
の
上
で
踊
ら
れ
、
そ
れ
を
越
え
て
踊
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
必
要
が
な
い
の
か
。
軽
い
者
た
ち
、
最
も
軽
い
者
た
ち
の
た
め
に
、
モ
グ
ラ
と
重
い
小
人
が
い
る
必
要
が
な
い
の
か
」
（
「
新
旧
の
板
」

2
）
。
軽
い
者
、
最
も
軽
い
者
は
重
い
小
人
（
1
1
重
さ
の
霊
）
を
必
要
と
す
る
。
何
故
な
ら
最
も
軽
い
者
が
そ
の
軽
さ
を
示
す
の
は
、
重

さ
の
霊
に
抗
し
て
軽
々
と
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
最
も
軽
い
者
は
「
重
さ
の
霊
の
上
で
踊
り
、
重
さ
の
霊
を
越
え

三
三



三
四

て
踊
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
軽
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
舞
踏
の
世
界
こ
そ
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
で
あ
る
が
、
こ
の
世
界
か
ら
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
思
想
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「
私
が
『
超
人
』
と
い
う
言
葉
を
拾
い
上
げ
た
の
は
、
そ
こ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
間
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
。
／
人
間
が
橋
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
新
し
い
曙
光
へ
の
道
と
し
て
、
自
分
の
正
午
と
夕
方
の
故
に
自

分
を
至
福
に
讃
え
る
こ
と
。
／
つ
ま
り
大
い
な
る
正
午
に
つ
い
て
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
を
…
…
」
（
「
新
旧
の
板
」
3
）
。
こ
の

箇
所
の
前
半
は
「
序
説
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
最
初
の
教
え
を
想
起
さ
せ
る
。
「
見
よ
、
私
は
お
前
た
ち
に
超
人
を
教
え
る
。

／
超
人
は
大
地
の
意
味
で
あ
る
」
（
「
序
説
」
3
）
。
「
人
間
に
お
い
て
偉
大
な
も
の
、
そ
れ
は
人
間
が
橋
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」
（
「
序
説
」
4
）
。
後
半
は
第
一
部
最
終
章
「
贈
る
徳
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
最
後
の
言
葉
へ
と
導
く
。
「
大
い

な
る
正
午
と
は
、
人
間
が
動
物
と
超
人
と
の
間
の
彼
の
軌
道
の
中
央
に
立
ち
、
夕
方
へ
の
彼
の
道
を
最
高
の
希
望
と
し
て
祝
う
時
で
あ
る
。

何
故
な
ら
そ
れ
は
新
し
い
朝
へ
の
道
だ
か
ら
で
あ
る
。
／
…
…
／
『
す
べ
て
の
神
々
は
死
ん
だ
。
今
や
我
々
は
、
超
人
が
生
き
る
こ
と
を

欲
す
る
』
。
こ
れ
が
い
つ
か
大
い
な
る
正
午
に
お
い
て
我
々
の
最
後
の
意
志
で
あ
り
た
い
」
。
超
人
と
大
い
な
る
正
午
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
の
教
え
の
核
心
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
が
舞
踏
の
世
界
を
そ
の
生
ま
れ
故
郷
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
と
い

う
作
品
を
成
立
さ
せ
た
の
は
、
舞
踏
の
世
界
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
悲
劇
的
世
界
と
正
反
対
の
世
界
で

あ
る
か
ら
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
を
悲
劇
と
捉
え
る
こ
と
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
歌
っ
て
い
る
。
し
か
し
何
故
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
、
動
物

た
ち
は
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
、
舞
踏
の
世
界
を
歌
う
の
だ
ろ
う
か
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
永
遠
回
帰
の
思
想
と
の
対
決
を

始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
決
が
向
か
う
べ
き
世
界
（
舞
踏
の
世
界
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
彼
を
導
い
て
い
る
。
「
序
説
」
1
0
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
私
の
動
物
た
ち
が
私
を
導
い

て
く
れ
る
よ
う
に
」
と
願
っ
た
が
、
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
も
彼
の
動
物
た
ち
は
彼
の
願
い
ど
お
り
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
導
い
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て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
導
き
手
で
あ
る
た
め
に
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
そ
こ
へ
導
く
高
み
・
テ
ロ
ス
を
す
で
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
導
き
手
と
し
て
の
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
り
一
層
高
い
次
元
に
す
で
に
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
導
く

こ
と
な
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
改
め
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
優
位
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

四
　
最
も
小
さ
い
裂
け
目

　
「
最
も
似
て
い
る
も
の
の
間
に
お
い
て
こ
そ
、
仮
象
は
最
も
美
し
く
偽
る
。
何
故
な
ら
最
も
小
さ
な
裂
け
目
は
橋
を
か
け
る
の
が
最
も

困
難
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

　
「
回
復
す
る
者
」
2
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
最
も
似
て
い
る
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
彼
の
動
物
た
ち
で
あ
る
。
両
者
が
と
も
に
「
す
べ
て
の
も
の
は
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
永
遠
回
帰
の
世

界
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
仮
象
」
と
は
、
「
す
べ
て
の
も
の
は
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
同
じ
言
葉
が
同
じ
世
界
を

意
味
し
て
い
る
と
い
う
仮
象
で
あ
る
。
し
か
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
意
味
す
る
世
界
と
彼
の
動
物
た
ち
が
意
味
す
る
世
界
の
問
に
は
違

い
が
あ
り
、
そ
の
違
い
が
「
最
も
小
さ
な
裂
け
目
」
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
そ
の
違
い
と
は
何
か
。
「
最
も
小
さ
な
裂
け
目
は
橋
を
か
け

る
の
が
最
も
困
難
で
あ
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
問
い
は
永
遠
回
帰
の
世
界
を
ど
う
見
る
か
に
関
わ
り
、
ツ
ァ
ラ
ト
ヴ
ス

ト
ラ
に
対
す
る
彼
の
動
物
た
ち
の
優
位
と
い
う
問
題
へ
導
く
だ
ろ
う
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
最
も
小
さ
い
裂
け
目
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
最
も
小
さ
い
裂
け
目
、
『
す
べ
て
は
同
じ
だ
』
と
い
う
言
葉

の
仮
象
の
橋
は
、
絶
対
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
も
の
を
隠
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
す
べ
て
が
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
の
『
す
べ
て

が
同
じ
で
あ
る
』
、
そ
し
て
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
な
ど
な
い
、
す
べ
て
が
重
要
だ
と
い
う
意
味
で
の
『
す
べ
て
が
回
帰
す
る
』
」
（
Ω
〉
置
噛

N
O
ω
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
最
も
小
さ
な
裂
け
目
」
を
「
す
べ
て
は
同
じ
だ
」
と
い
う
仮
象
の
橋
と
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
永
遠
回
帰
の

三
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定
式
と
し
て
の
「
す
べ
て
は
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
そ
れ
程
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
で
あ
る
の

は
、
「
す
べ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
」
－
「
ど
う
で
も
よ
い
も
の
な
ど
な
い
、
す
べ
て
が
重
要
だ
」
と
い
う
対
比
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
よ
う
な

対
比
を
「
回
復
す
る
者
」
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
最
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
論
点
は
、
小
人
の
立
場

と
同
一
視
さ
れ
た
動
物
た
ち
が
「
す
べ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
」
の
側
に
入
れ
ら
れ
、
「
ど
う
で
も
よ
い
も
の
な
ど
な
い
、
す
べ
て
が
重
要

だ
」
の
側
に
立
つ
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
優
位
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
不
倶
戴
天
の
敵
と
し

て
の
小
人
（
重
さ
の
霊
）
と
同
様
に
単
な
る
傍
観
者
で
あ
り
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
こ
そ
決
定
の
瞬
間
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
彼
の
動
物
た
ち
に
対
す
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
優
位
は
、
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
か
な
い
作
り
話
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト

は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
優
位
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

　
「
そ
し
て
お
前
た
ち
、
1
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
今
上
は
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い

る
、
こ
う
し
て
か
み
、
吐
き
出
し
た
こ
と
に
い
ま
だ
に
疲
れ
、
自
分
自
身
を
救
済
し
た
こ
と
で
食
事
し
て
い
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。

　
彼
の
動
物
た
ち
が
舞
踏
の
世
界
を
歌
っ
た
後
に
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
動
物
た
ち
と
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
対
比
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
七
日
の
問
に
な
し
た
こ
と
か
ら
竪
琴
の
歌
を
作
っ
た
動
物
た
ち
、
そ

れ
に
対
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
っ
か
り
疲
れ
切
っ
た
「
回
復
期
の
患
者
」
（
（
Ψ
⑦
］
P
①
ω
⑦
b
「
伽
Φ
『
）
と
し
て
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
。
こ
の
よ

う
に
憔
惇
し
切
っ
た
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
彼
の
動
物
た
ち
は
共
に
「
す
べ
て
が
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
言
う
。
動
物
た
ち
に
と
っ
て
永
遠
回
帰
の
世
界
が

舞
踏
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
で
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
っ
て
永
遠
回
帰
の
世
界
は
い
か
な
る
世
界
な
の
か
。
「
『
あ
あ
、

人
間
が
永
遠
に
回
帰
す
る
。
小
さ
な
人
間
が
永
遠
に
回
帰
す
る
。
』
／
…
…
／
最
大
の
者
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
人

間
に
対
す
る
私
の
嫌
気
な
の
だ
。
そ
し
て
最
も
小
さ
い
者
も
永
遠
に
回
帰
す
る
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
生
存
に
対
す
る
私
の
嫌
気
な
の
だ
。

／
あ
あ
、
吐
き
気
、
吐
き
気
、
吐
き
気
。
1
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
り
、
た
め
息
を
つ
き
、
そ
し
て
身
震
い
し
た
。
何
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永

故
な
ら
彼
は
彼
の
病
気
を
思
い
出
し
た
か
ら
で
あ
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
っ
て
永
遠
回
帰
の
世
界
は
「
あ

あ
、
人
間
が
永
遠
に
回
帰
す
る
、
小
さ
な
人
間
が
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
「
あ
あ
、

吐
き
気
、
吐
き
気
、
吐
き
気
」
で
あ
る
。
「
す
べ
て
が
永
遠
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
同
じ
言
葉
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
と
っ
て
、
「
小

さ
な
人
間
が
永
遠
に
回
帰
す
る
」
世
界
、
吐
き
気
を
催
す
世
界
で
あ
り
、
彼
の
動
物
た
ち
に
と
っ
て
、
「
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
自
身
舞
踏

す
る
」
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
最
も
小
さ
な
裂
け
目
」
が
存
在
す
る
。
確
か
に
橋
を
か
け
る
こ
と
が
最
も
困
難
な
ほ
ど
異
な
っ
た
世
界

で
あ
る
が
、
動
物
た
ち
の
優
位
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
永
遠
回
帰
の
否
定
的
な
世
界
に
未
だ
捕
わ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
Q

　
確
か
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
蛇
の
頭
を
か
み
切
り
、
そ
れ
を
彼
の
外
へ
吐
き
出
し
た
。
そ
こ
ま
で
は
牧
人
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し

牧
人
は
立
ち
上
が
る
が
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
疲
れ
切
り
横
た
わ
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
牧
人
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
姿
と
の
対
照
は

明
ら
か
で
あ
る
。
「
し
か
し
牧
人
は
、
私
の
叫
び
が
彼
に
助
言
し
た
よ
う
に
、
か
ん
だ
。
彼
は
す
ば
ら
し
い
仕
方
で
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

遠
く
へ
彼
は
蛇
の
頭
を
吐
い
た
。
そ
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。
／
も
は
や
牧
人
で
も
な
く
、
も
は
や
人
間
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
変
容
し

た
者
、
光
に
包
ま
れ
た
者
で
あ
り
、
笑
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
に
地
上
で
、
彼
が
笑
っ
た
よ
う
に
、
人
間
は
笑
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
」
（
「
幻
影
と
謎
」
2
）
。
つ
ま
り
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
未
だ
「
変
容
し
た
者
、
光
に
包
ま
れ
た
者
」
で
な
く
、
牧
人
の
笑
い
に
至
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
回
復
期
の
患
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
永
遠
回
帰
の
否

定
的
な
世
界
を
未
だ
引
き
ず
っ
て
お
り
、
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
に
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
肯
定
的
な
世
界
を
彼
の
動
物
た
ち
が
歌

う
の
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
優
位
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
優
位
は
、
「
回
復
す
る
者
」
の
章
に
対
応
す
る
遺
稿
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
「
お
お
、
私
の
動

物
た
ち
よ
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
て
、
も
う
一
度
微
笑
し
た
。
何
と
い
う
（
究
極
の
）
至
福
に
つ
い
て
お
煮
た
ち
は
私
に
話
す
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

か
。
し
か
し
そ
の
至
福
は
私
の
愚
か
な
魂
か
ら
な
お
遠
い
（
遠
い
、
遠
い
）
の
だ
」
。
こ
こ
に
は
っ
き
り
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
彼
の

三
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動
物
た
ち
と
の
対
比
、
つ
ま
り
動
物
た
ち
の
優
位
が
読
み
取
れ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
愚
か
な
魂
は
、
動
物
た
ち
が
語
る
究
極
の
至

福
か
ら
な
お
遠
い
の
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
が
、
彼
よ
り
高
い
次
元
に
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
動
物
た
ち
が

語
る
「
（
究
極
の
）
至
福
」
は
、
「
意
に
反
す
る
至
福
」
の
う
ち
で
幻
視
さ
れ
た
光
の
深
淵
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。
「
日
の
出
前
」
に
お
い
て

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
。
「
こ
の
至
福
な
確
実
さ
を
私
は
す
べ
て
の
物
に
お
い
て
見
出
し
た
の
だ
、
つ
ま
り
す
べ
て
の
物
が
偶
然
と

い
う
足
で
踊
る
こ
と
を
む
し
ろ
好
む
と
い
う
至
福
な
確
実
さ
を
」
。
「
す
べ
て
の
物
が
偶
然
と
い
う
足
で
踊
る
」
世
界
は
、
舞
踏
の
世
界
と

し
て
、
動
物
た
ち
が
歌
う
「
す
べ
て
の
物
が
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
世
界
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
未
だ
こ
の
至
福
な
世
界
に

至
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
「
橋
を
か
け
る
の
に
最
も
困
難
な
最
も
小
さ
い
裂
け
目
」
が
あ
る
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
「
最
も
小
さ
い
裂
け
目
」
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
は
確
か
に
永
遠
回
帰
の
否
定
的
な
世
界
を
直
視
し
、
自
ら
そ
れ
と
対
決
し
た
。
し
か
し
彼
は
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
獲
得
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
小
さ
い
裂
け
目
に
橋
を
か
け
る
と
い
う
最
も
困
難
な
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

の
動
物
た
ち
は
彼
を
導
い
て
い
る
。
動
物
た
ち
は
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
い
う
助
言
に
よ
っ
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
導
く
の
で

あ
る
。

五
　
歌
え
、
も
は
や
語
る
な

　
「
お
お
、
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
、
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
て
、
再
び
微
笑
し
た
。
お
前
た
ち
は
何
と
よ

く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
、
七
日
の
間
に
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
。
／
そ
し
て
あ
の
怪
物
が
私
の
咽
喉
に
這
い
込
み
、
私
を

窒
息
さ
せ
た
こ
と
を
。
し
か
し
私
は
蛇
の
頭
を
か
み
切
り
、
そ
れ
を
私
か
ら
吐
き
出
し
た
の
だ
。
／
そ
し
て
お
前
た
ち
、
…
お
前
た
ち

は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
し
か
し
今
私
は
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
こ
う
し
て
か
み
、
吐
き
出
し
た
こ
と

に
い
ま
だ
に
疲
れ
、
自
分
自
身
を
救
済
し
た
こ
と
で
憔
注
し
て
い
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
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ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
彼
の
動
物
た
ち
に
「
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
れ
が
非
難
や
皮

肉
の
言
葉
で
な
い
こ
と
は
、
彼
が
微
笑
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
「
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手

回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
」
と
も
う
一
度
呼
び
か
け
る
が
、
そ
こ
に
も
非
難
・
皮
肉
な
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。
「
道
化
者
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け

は
、
第
四
部
の
最
初
の
章
「
蜜
の
い
け
に
え
」
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
微
笑
し

て
答
え
て
い
る
。
「
道
化
者
」
（
G
つ
O
げ
①
一
評
の
b
［
①
「
『
）
と
い
う
言
葉
が
非
難
・
皮
肉
で
な
く
、
肯
定
的
な
意
味
で
使
わ
れ
う
る
こ
と
は
、
遺
稿

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
「
お
前
、
道
化
者
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
θ
信
ω
o
げ
巴
訴
轟
叢
N
⇔
轟
9
¢
ω
自
刃
）
、
神
を
ま
だ
信
じ
て
い
る
最
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
間
に
対
し
て
、
お
前
は
何
と
神
々
し
く
語
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
。
「
道
化
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
道
化
師
」
（
勺
O
ω
ω
Φ
霞
Φ
一
ω
ω
①
同
）
や
「
道

化
」
（
2
鋤
昌
）
と
同
族
の
言
葉
で
あ
り
、
同
情
を
克
服
し
た
者
を
意
味
す
る
。
悲
劇
を
自
分
の
下
に
見
る
者
、
罷
み
か
ら
笑
う
者
で
あ
る
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
確
か
に
、
七
日
間
の
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
苦
悩
を
傍
観
し
て
い
た
。
「
そ
し
て
お
前
た
ち
は
こ

う
し
た
す
べ
て
を
傍
観
し
て
い
た
の
か
。
お
お
、
私
の
動
物
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
も
ま
た
残
酷
で
あ
る
の
か
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。

し
か
し
「
傍
観
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
、
永
遠
回
帰
の
思
想
を
実
存
的
に
（
？
）
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
否
定
的
な
意
味
な
ど
全
く
含
ま

れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
永
遠
回
帰
の
思
想
は
各
人
が
最
も
孤
独
な
孤
独
の
う
ち
で
自
ら
引
き
受
け
克
服
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
牧

人
の
幻
影
は
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
「
残
酷
で
あ
る
」
こ
と
も
非
難
の
言
葉
で
は
な
い
。
「
人
間
に
と
っ
て
彼
の
最
も
悪
い

も
の
が
、
最
も
善
い
も
の
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
。
最
も
善
い
こ
と
（
永
遠
回

帰
の
告
知
に
よ
る
人
間
の
自
己
克
服
）
の
た
め
に
、
最
も
悪
い
も
の
（
残
酷
さ
）
と
い
う
「
最
高
の
力
」
「
最
高
の
創
造
者
に
と
っ
て
の

最
も
堅
い
石
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
残
酷
さ
は
同
情
の
克
服
を
意
味
し
て
い
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
残
酷
さ

は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
「
お
お
、
私
の
兄
弟
た
ち
よ
、
私
は
そ
も
そ
も
残
酷
な
の
か
。
し
か
し
私
は
言
う
、
落
ち
る
も
の
は
、
ま
た
さ
ら

に
そ
れ
を
突
き
落
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
」
（
「
新
旧
の
板
」
2
0
）
。
道
化
者
（
道
化
師
・
道
化
）
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
な
る
べ
き
姿

な
の
で
あ
る
。

三
九



四
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「
道
化
者
」
が
非
難
の
言
葉
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
」
も
非
難
の
言
葉
で
な
い
だ
ろ
う
。
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
は
音
楽

を
演
奏
す
る
楽
器
、
つ
ま
り
「
語
る
の
で
な
く
、
歌
う
者
」
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
、
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世

界
を
語
る
の
で
な
く
、
歌
っ
た
。
だ
か
ら
「
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は

言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
回
帰
の
思
想
を
あ
ま
り
に
も
安
易
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
非
難
で
は
な
い
。
逆
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の

動
物
た
ち
こ
そ
高
み
に
立
っ
て
い
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
歌
う
者
、
つ
ま
り
「
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
」
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
だ
か
ら
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
彼
の
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
勧
め
る
の
で
あ
る
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
七
日
の
間
の
経
験
を
動
物
た
ち
に
述
べ
、
「
あ
あ
、
吐
き
気
、
吐
き
気
、
吐
き
気
」
と
語
り
、
た
め
息
を
つ
き
、

身
震
い
す
る
。
そ
の
と
き
彼
の
動
物
た
ち
は
彼
に
そ
れ
以
上
話
さ
せ
な
か
っ
た
。
「
そ
れ
以
上
語
る
な
、
お
前
回
復
す
る
者
よ
、
こ
の
よ

う
に
彼
の
動
物
た
ち
は
彼
に
答
え
た
。
外
に
出
よ
。
そ
こ
に
は
世
界
が
園
の
よ
う
に
お
前
を
待
っ
て
い
る
。
／
外
へ
出
て
、
バ
ラ
や
ミ
ツ

バ
チ
や
鳩
の
群
れ
の
も
と
へ
行
け
。
し
か
し
特
に
、
歌
う
鳥
た
ち
の
も
と
へ
行
け
。
お
前
が
鳥
た
ち
か
ら
歌
う
こ
と
を
学
び
取
る
た
め

に
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
、
「
そ
れ
以
上
語
る
な
、
鳥
た
ち
か
ら
歌
う
こ
と
を
学
び
取
る
た
め
に

歌
う
鳥
た
ち
の
も
と
へ
行
け
」
と
勧
め
る
。
つ
ま
り
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
勧
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
動
物
た
ち
の
勧
め
に
対
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
る
。
「
お
お
、
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
、
も
う
黙
っ
て

く
れ
、
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
答
え
て
、
彼
の
動
物
た
ち
に
微
笑
し
た
。
お
煮
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
、
ど
ん
な
慰
め

を
七
日
の
問
に
私
が
私
自
身
の
た
め
に
案
出
し
た
か
を
。
／
私
が
再
び
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
の
慰
め
を
、
こ
の
回
復
を
私
は
私

の
た
め
に
案
出
し
た
の
だ
。
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
も
同
様
に
竪
琴
の
歌
に
し
ょ
う
と
す
る
の
か
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。
こ
こ
で
も

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
お
お
、
お
前
た
ち
道
化
者
よ
、
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
よ
」
と
呼
び
か
け
、
同
じ
よ
う
に
微
笑
す
る
。
そ
し
て
「
お

前
た
ち
は
何
と
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
か
」
と
再
び
言
う
。
そ
れ
は
こ
こ
で
も
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
動
物
た
ち
が
勧
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永

め
る
「
歌
う
こ
と
を
学
び
取
る
こ
と
」
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
案
出
し
た
慰
め
「
再
び
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
と
同
じ
で

あ
る
。
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
歌
う
こ
と
へ
と
導
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
も
う
一
度
動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
語
る
こ
と
を
止
め
る
。
「
そ
れ
以
上
語
る
な
、
と
も
う
一
度
彼
の
動
物
た
ち
は

彼
に
答
え
た
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
お
前
回
復
す
る
者
よ
、
先
ず
お
前
の
た
め
に
一
つ
の
竪
琴
を
用
意
せ
よ
、
一
つ
の
新
し
い
竪
琴
を
。

／
何
故
な
ら
、
と
も
か
く
見
よ
、
お
お
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
。
お
前
の
新
し
い
歌
の
た
め
に
新
し
い
竪
琴
が
必
要
な
の
だ
」
（
「
回
復

す
る
者
」
2
）
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
七
日
の
間
に
実
現
し
、
案
出
し
た
こ
と
を
、
動
物
た
ち
は
竪
琴
の
歌
に
し
た
、
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
は
言
っ
て
い
る
。
「
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
早
く
も
竪
琴
の
歌
に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」
、
そ
し
て
「
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
も
同
様
に

竪
琴
の
歌
に
し
ょ
う
と
す
る
の
か
」
。
「
竪
琴
の
歌
に
す
る
」
と
は
動
物
た
ち
が
永
遠
回
帰
の
世
界
を
歌
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ

れ
は
決
し
て
非
難
の
言
葉
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
な
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
動
物
た
ち
は
コ
つ

の
竪
琴
を
用
意
せ
よ
」
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
勧
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
竪
琴
（
い
Φ
一
興
）
で
奏
で
る
歌
、
つ
ま
り
新
し
い
竪
琴
の

歌
（
り
①
一
①
同
賦
Φ
傷
）
を
歌
う
た
め
で
あ
る
。
疲
れ
切
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
竪
琴
の
歌
を
歌
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

動
物
た
ち
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
な
す
べ
き
こ
と
（
竪
琴
の
歌
に
す
る
こ
と
）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
た
ち
が
歌
う
永
遠
回
帰

の
肯
定
的
な
世
界
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
語
ら
れ
る
の
で
な
く
、
歌
わ
れ
る
。

　
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
初
め
て
永
遠
回
帰
の
思
想
を
告
知
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
動
物
た
ち
は
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
勧
め
た
後
に
、
彼
の
運
命
を
示
す
の
で
あ

る
。
「
あ
な
た
の
動
物
た
ち
は
、
お
お
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
、
あ
な
た
が
誰
で
あ
り
、
誰
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
よ
く

知
っ
て
い
る
。
見
よ
、
あ
な
た
は
永
遠
回
帰
の
教
師
な
の
だ
。
そ
れ
が
今
や
あ
な
た
の
運
命
な
の
だ
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
。

　
「
回
復
す
る
者
」
の
次
の
章
「
大
い
な
る
憧
憬
」
に
お
い
て
、
歌
う
こ
と
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
最
後
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。

四
一



四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
と

「
私
が
お
前
（
私
の
魂
）
に
歌
え
と
命
令
し
た
こ
と
、
見
よ
、
こ
れ
が
私
の
最
後
の
も
の
な
の
だ
」
。
こ
こ
で
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
動

物
た
ち
の
導
き
に
従
っ
て
、
歌
う
こ
と
を
彼
の
魂
に
命
令
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
と
は
、

い
か
な
る
意
味
な
の
か
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
永
遠
回
帰
の
否
定
的
な
世
界
を
直
視
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
肯
定
的
な
世
界
を
獲
得
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
永
遠
回
帰
の
世
界
を
否
定
か
ら
肯
定
へ
と
転
化
さ
せ
る
た
め
に
、
歌
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
永
遠
回
帰
の
肯

定
的
な
世
界
は
歌
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
は
そ
れ
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
に
示
し
た
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
自
身
が
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
最
後
の
歩
み
は
、
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
回
帰
の
世
界
を
最
終
的
に
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
次
の
「
第
二
の
舞
踏
の
歌
」
と
い
う
歌
を
通
し
て
、
第
三
部
最
終
章
「
七
つ
の
封
印
」
に
お
い
て
「
然
り
と
ア
ー
メ
ン
の
歌
」
を

歌
う
の
で
あ
る
。
動
物
た
ち
が
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
歌
っ
た
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
は
、
そ
の
最
終
章
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ

ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
然
り
と
ア
ー
メ
ン
の
歌
」
の
最
終
節
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
鳥
の
も
と
で
歌
う
こ
と
を
学
び
取
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て

い
る
。
「
し
か
し
こ
の
よ
う
に
鳥
の
知
恵
は
語
る
。
『
見
よ
、
上
も
な
く
、
下
も
な
い
。
お
前
を
投
げ
よ
、
ま
わ
り
に
、
前
方
へ
、
後
方
へ
。

お
前
軽
い
者
よ
、
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
。
／
す
べ
て
の
言
葉
は
重
い
者
た
ち
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
軽
い
者
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
べ
て
の
言
葉
は
偽
る
の
で
は
な
い
か
。
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
』
」
（
「
七
つ
の
封
印
」
7
）
。
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
い
う
鳥
の

知
恵
の
言
葉
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
が
彼
に
勧
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
歌
う
の
で
あ
る
。
「
お
お
、
ど
う
し
て
私
が
永
遠
性
を
激
し
く
求
め
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
指
輪
の
な
か
の
結

婚
の
指
輪
（
空
轟
）
、
回
帰
の
円
環
（
菊
貯
ひ
q
α
Φ
憎
芝
一
①
α
Φ
蒔
巷
沖
）
を
。
／
…
…
／
何
故
な
ら
私
は
お
前
を
愛
す
る
か
ら
だ
、
お
お
、
永

遠
性
よ
」
（
「
七
つ
の
封
印
」
7
）
。

　
し
か
し
動
物
た
ち
の
＝
つ
の
新
し
い
竪
琴
を
用
意
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
は
、
第
四
部
「
酔
歌
」
へ
と
導
く
。
「
甘
美
な
竪
琴
よ
、
甘

美
な
竪
琴
よ
。
私
は
お
前
の
調
べ
を
愛
す
る
、
お
前
の
陶
酔
し
た
ス
ズ
ガ
エ
ル
の
調
べ
を
」
（
「
酔
歌
」
6
）
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト



界
世の

帰回
遠永

ラ
自
身
が
こ
の
甘
美
な
竪
琴
と
同
一
視
さ
れ
る
。
「
神
の
苦
痛
は
一
層
深
い
、
お
前
奇
妙
な
世
界
よ
。
神
の
苦
痛
を
つ
か
も
う
と
せ
よ
、

私
を
で
な
く
。
私
は
何
者
な
の
か
。
一
つ
の
陶
酔
し
た
甘
美
な
竪
琴
だ
」
（
「
酔
歌
」
8
）
。
第
四
部
「
酔
歌
」
は
「
し
か
し
す
べ
て
の
快

は
永
遠
性
を
欲
す
る
、
／
深
い
、
深
い
永
遠
性
を
欲
す
る
」
で
終
わ
る
「
も
う
一
度
」
と
い
う
歌
、
つ
ま
り
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界

を
歌
う
。
動
物
た
ち
の
＝
つ
の
新
し
い
竪
琴
を
用
意
せ
よ
」
と
い
う
導
き
の
言
葉
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
が
甘
美
な
竪
琴
と
し

て
歌
う
こ
と
に
お
い
て
、
実
現
し
て
い
る
。

　
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
の
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
い
う
導
き
の
言
葉
は
、
第
三
部
最
終

章
「
七
つ
の
封
印
」
と
第
四
部
門
酔
歌
」
に
お
い
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
自
身
の
こ
と
と
し
て
実
現
す
る
。
こ
の
二
つ
の
章
は
と
も
に
、

永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
歌
う
の
で
あ
り
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
け
る
頂
点
を
な
し
て
い
る
。

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
第
三
部
最
終
章
と
第
四
部
「
酔
歌
」
と
い
う
二
つ
の
頂
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
』
の
構
成
問
題
（
三
部
構
成
－
四
部
構
成
）
へ
と
我
々
を
導
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
確
か
な
こ
と
は
、
そ
の
頂
点
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
が
永
遠
回
帰
の
世
界
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
七
つ
の
封
印
」
に
お
い
て
は
「
然
り
と
ア
ー
メ
ン

の
歌
」
と
し
て
、
「
酔
歌
」
に
お
い
て
は
「
も
う
一
度
」
と
い
う
歌
と
し
て
。
永
遠
回
帰
の
世
界
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
世
界
を
語

る
の
で
な
く
、
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
と
勧
め
る
動
物
た
ち
は
、
ま
さ
に
永
遠
回
帰
の
肯

定
的
な
世
界
へ
と
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
導
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
こ
そ
が
、
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
は
一
ど
う
な
る
の
か
、

恐
ら
く
『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。

六
　
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る

　
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
り
、
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
。
そ
し
て
神
の
ま
わ
り
で
は

す
べ
て
は
一
ど
う
な
る
の
か
、
恐
ら
く
『
世
界
』
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
一
」
（
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0
）
。
こ
の
言
葉
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

四
三



四
四

は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
解
釈
を
導
く
主
導
思
想
と
し
た
。
し
か
し
彼
は
「
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
」

と
い
う
言
葉
を
無
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
悲
劇
と
い
う
解
釈
地
平
に
お
い
て
は
解
釈
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悲
劇

と
い
う
彼
の
解
釈
地
平
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
（
二
）
。
改
め
て
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0
の
こ
の
言
葉
を
考
察

し
よ
う
Q

　
『
善
悪
の
彼
岸
』
1
5
0
は
一
八
八
二
年
の
遺
稿
断
章
に
由
来
す
る
。
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
悲
劇
と
な
る
。
半
神
の
ま
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
で
は
一
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
」
。
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
英
雄
・
悲
劇
」
に
対
し
て
「
半
神
・

サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
」
の
方
が
高
い
次
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
半
神
の
ま
わ
り
で
は
英
雄
さ
え
も
笑
う
べ
き
も
の
と

　
　
り

な
る
」
と
い
う
一
八
八
三
年
夏
の
断
章
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
は
悲
劇
を
超
え
た
読
み
に
あ
る
。

　
「
英
雄
・
悲
劇
」
一
「
半
神
・
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
」
の
断
章
は
、
一
八
八
二
年
夏
－
秋
の
遺
稿
に
属
す
る
が
、
こ
れ
は
一
八
八
三
年
二
月
に

一
気
に
書
か
れ
る
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
の
直
前
の
時
期
に
あ
た
る
。
と
す
れ
ば
悲
劇
を
超
え
た
高
み
か
ら
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
』
は
構
想
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
じ
時
期
（
一
八
八
二
年
夏
一
秋
）
に
属
す
る
断
章
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
「
高
い
山
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

登
る
者
は
す
べ
て
の
悲
劇
的
な
身
振
り
を
笑
う
」
。
こ
の
言
葉
は
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
一
部
「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
し
に
お
い

て
、
少
し
変
え
ら
れ
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
「
最
高
の
山
に
登
る
者
は
、
す
べ
て
の
面
一
劇
と
悲
劇
的
…
真
剣
さ
を
笑
う
」
。
こ
れ
は
第
三
部

の
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
悲
劇
で
な
く
、
悲
劇
を
超
え
て
笑
う
高
み
か
ら
構

想
さ
れ
て
い
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
が
「
英
雄
・
悲
劇
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
半
神
・
サ

チ
ュ
ロ
ス
劇
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
単
な
る
英
雄
で
な
く
、
半
神
（
快
活
な
英
雄
）
で
あ
ろ
う
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
か
つ
て
英
雄
1
1
騎
駝
、
最
も
重
い
も
の
を
求
め
る
英
雄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
英
雄
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が

悲
劇
と
な
る
」
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
騎
駝
か
ら
獅
子
へ
と
変
容
し
た
姿
で
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の

舞
台
に
登
場
す
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
悲
劇
を
超
え
た
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
、
「
半
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な



界
世の

帰回
遠

永

る
」
と
い
う
次
元
に
あ
る
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
獅
子
か
ら
子
供
へ
の
道
を
歩
み
、
最
後
に
子
供
“
超
人
と
な
る
。
こ
こ
に
お

い
て
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
だ
ろ
う
。
「
英
雄
・
悲
劇
i
半
神
・
サ
チ
ュ
ロ
ス
逐
一
神
・
世
界
」
は
三
つ
の
変

容
に
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
神
を
否
定
す
る
者
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
登
場
の
最
初
か
ら
「
神
が
死
ん
だ
」
（
「
序
説
」
2
）
こ
と
を
知
っ
て
お

り
、
「
そ
う
だ
、
私
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
、
神
を
持
た
な
い
者
で
あ
る
」
（
第
三
部
「
小
さ
く
す
る
徳
」
3
）
と
語
る
。
と
す
れ
ば

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
う
ち
に
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
こ
と
な
ど
見
出
せ
る
は
ず
は
な
い
、
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
神
が
死
ん
だ
と
さ
れ
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
世
界
に
お
い
て
、
神
は
肯
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悲
劇
を

笑
う
高
み
を
語
っ
て
い
る
第
一
部
「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」
に
お
い
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
言
う
。
「
私
が
神
を
信
じ
る
と
す
れ

ば
、
踊
る
こ
と
の
で
き
る
神
だ
け
を
信
じ
る
だ
ろ
う
。
…
…
今
や
私
は
軽
い
、
今
や
私
は
飛
ぶ
、
今
や
私
は
私
の
下
に
私
を
見
る
、
今
や

一
人
の
神
が
私
を
通
し
て
踊
る
」
。
「
踊
る
こ
と
の
で
き
る
神
」
、
「
私
を
通
し
て
踊
る
神
」
と
い
う
言
葉
は
、
舞
踏
の
世
界
と
し
て
の
永
遠

回
帰
の
世
界
へ
と
導
く
だ
ろ
う
。
そ
の
世
界
も
ま
た
神
々
が
語
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
。

　
「
回
復
す
る
者
」
に
お
い
て
動
物
た
ち
が
歌
う
世
界
は
、
舞
踏
の
世
界
と
し
て
の
永
遠
回
帰
の
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
す
べ
て
の
物

が
そ
れ
自
身
舞
踏
す
る
」
世
界
は
、
「
す
べ
て
の
物
が
偶
然
と
い
う
足
で
踊
る
こ
と
を
好
む
」
世
界
、
つ
ま
り
「
日
の
出
前
」
の
世
界
と

同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
「
日
の
出
前
」
の
世
界
は
神
々
が
偶
然
と
し
て
戯
れ
る
舞
踏
の
世
界
で
あ
る
。
「
お
前
は
私
に
と
っ
て
神
的
な
偶

然
の
た
め
の
舞
踏
場
で
あ
り
、
お
前
は
私
に
と
っ
て
神
的
な
さ
い
こ
ろ
と
さ
い
こ
ろ
遊
び
を
す
る
者
の
た
め
の
神
々
の
テ
ー
ブ
ル
な
の

だ
」
（
「
日
の
出
前
」
）
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
の
生
成
が
神
々
の
舞
踏
と
神
々
の
悪
ふ
ざ
け
」
（
「
新
旧
の
板
」
2
）
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
は
「
善
悪
の
彼
岸
」
（
「
日
の
出
前
」
）
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
世
界
で
遊
び
戯
れ
る
神
々
は
善
悪
の
彼
岸
に
い

る
神
で
あ
る
。
「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」
で
語
ら
れ
た
神
、
「
踊
る
こ
と
の
で
き
る
神
」
、
「
私
を
通
し
て
踊
る
神
」
は
、
善
悪
の
彼
岸
に

い
る
神
で
あ
る
。
こ
の
善
悪
の
彼
岸
に
い
る
神
こ
そ
が
、
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
に
お
け
る
神
で
あ
ろ
う
。

四
五



四
六

　
「
日
の
出
前
」
の
世
界
は
、
「
世
界
は
深
い
、
か
つ
て
昼
が
考
え
た
よ
り
深
い
」
（
「
日
の
出
前
」
）
と
言
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
言

葉
は
、
「
世
界
は
深
い
、
／
昼
が
考
え
た
よ
り
深
い
」
と
歌
う
第
四
部
「
酔
歌
」
へ
と
導
く
。
「
酔
歌
」
で
歌
わ
れ
る
世
界
こ
そ
、
永
遠
回

帰
の
肯
定
的
な
世
界
で
あ
り
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
け
る
究
極
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
深
い
世
界
、
そ
れ
を
超
え
る
世
界

な
ど
存
在
し
な
い
。
と
す
れ
ば
「
日
の
出
前
」
の
世
界
こ
そ
が
、
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
に
お
け
る
世
界
で
あ
ろ

・
つ
。　

「
日
の
出
前
」
の
世
界
は
光
の
深
淵
の
世
界
で
あ
っ
た
。
光
の
深
淵
の
光
が
照
ら
す
者
は
「
光
に
包
ま
れ
た
者
」
で
あ
る
。
牧
人
は
蛇

の
頭
を
か
み
切
り
、
「
変
容
し
た
者
、
光
に
包
ま
れ
た
者
」
と
な
る
。
牧
人
は
も
は
や
人
間
で
な
い
者
（
超
人
）
で
あ
り
、
子
供
へ
と
変

容
し
た
者
で
あ
る
。
こ
の
「
超
人
”
子
供
」
は
光
に
包
ま
れ
た
者
と
し
て
、
光
の
深
淵
の
世
界
を
獲
得
す
る
。
光
の
深
淵
と
し
て
の
「
日

の
出
前
」
の
世
界
は
、
光
に
包
ま
れ
た
者
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
が
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
に
お
け
る
世
界

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
神
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
と
な
る
」
と
は
「
光
に
包
ま
れ
た
者
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
世
界
（
光
の
深

淵
）
と
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
光
に
包
ま
れ
た
者
」
（
超
人
”
子
供
）
が
神
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
『
す
べ
て
の
神
々
は
死
ん
だ
。
今
や
我
々
は
、
超
人
が
生
き
る
こ
と
を
欲
す
る
』
。
こ
れ
が
い
つ
か
大
い
な
る
正
午
に
お
い
て
我
々
の

最
後
の
意
志
で
あ
り
た
い
」
（
「
贈
る
徳
」
3
）
。
あ
る
い
は
「
神
は
死
ん
だ
（
Ω
o
詳
　
ω
寅
吾
）
。
今
や
我
々
は
欲
す
る
一
超
人
が
生
き
る

こ
と
を
」
（
「
高
等
な
人
間
」
2
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
神
の
死
は
「
超
人
が
生
き
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
「
古
い
神
は
死
ん
だ
が
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

し
い
神
は
ま
だ
生
ま
れ
て
も
い
な
い
」
（
「
憂
愁
の
歌
」
2
）
こ
と
が
、
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
舞
台
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
第

一
部
「
創
造
す
る
者
の
道
」
に
お
い
て
超
人
の
告
知
者
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
語
る
。
「
孤
独
な
者
よ
、
お
前
は
創
造
者
の
道
を
歩
む
。

つ
ま
り
お
前
は
お
前
の
七
つ
の
悪
魔
か
ら
神
を
創
造
し
よ
う
と
欲
す
る
の
だ
」
。
大
地
の
意
味
で
あ
る
超
人
（
1
1
子
供
）
こ
そ
が
、
こ
の

新
し
い
神
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
の
新
し
い
神
（
超
人
時
子
供
）
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
歩
み
、
騎
駝
か
ら
獅
子
へ
、
そ
し
て
獅
子
か
ら
子
供
へ
の
変
容
は
、
第
四
部
「
退
職
」
に
お
い
て
は
っ
き
り
読
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永

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
何
と
い
う
こ
と
を
私
は
聞
く
の
だ
、
と
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
た
年
老
い
た
法
王
は
こ
こ
で
語
っ
た
。
お
お
、

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
よ
、
こ
ん
な
に
も
不
信
仰
な
の
に
、
お
前
が
信
じ
て
い
る
よ
り
、
お
前
は
敬
慶
な
の
だ
。
お
前
の
内
な
る
或
る
神
が

お
前
を
神
を
持
た
な
い
こ
と
へ
改
宗
さ
せ
た
の
だ
。
／
神
を
も
は
や
信
じ
な
い
よ
う
に
お
前
を
す
る
の
は
、
お
前
の
敬
慶
さ
そ
の
も
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
お
前
の
あ
ま
り
に
大
き
な
正
直
さ
は
、
お
前
を
ま
た
さ
ら
に
善
悪
の
彼
岸
へ
運
び
去
る
だ
ろ
う
」
（
「
退
職
」
）
。
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
敬
慶
さ
が
、
彼
を
神
を
持
た
な
い
こ
と
（
獅
子
）
へ
と
改
宗
さ
せ
た
し
、
さ
ら
に
善
悪
の
彼
岸
（
子
供
）
へ
運
び
去
る

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
語
る
の
は
年
老
い
た
法
王
で
あ
る
が
、
「
何
と
い
う
こ
と
を
私
は
聞
く
の
だ
」
と
言
う
の
は
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト

ラ
の
言
葉
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
敬
慶
さ
の
う
ち
に
も
よ
い
趣
味
が
あ
る
。
そ
の
よ
い
趣
味
が
つ
い
に
語
っ
た
。
『
そ
の
よ
う
な
神
は
消
え
て
し
ま
え
。
神
が
い
な
い

方
が
い
い
、
独
力
で
運
命
を
作
る
方
が
い
い
、
道
化
で
あ
る
方
が
い
い
、
自
分
自
身
が
神
で
あ
る
方
が
い
い
』
」
（
「
退
職
」
）
。
こ
の
言
葉

を
聞
い
て
、
年
老
い
た
法
王
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
二
つ
の
変
容
を
語
る
。
法
王
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
を
受
け
て
、
そ
れ
を

言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
度
さ
が
「
神
を
信
じ
な
い
よ
う
に
し
た
」
（
神
を
持
た
な
い
こ
と
へ
と
改
宗
さ
せ
た
）
と
法
王
は
語
る

が
、
そ
れ
は
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
敬
度
さ
の
う
ち
に
あ
る
よ
い
趣
味
が
『
神
は
消
え
て
し
ま
え
。
神
が
い
な

い
方
が
い
い
』
と
語
る
」
と
言
っ
た
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
「
神
は
死
ん
だ
（
Ω
O
什
什
ω
叶
①
同
σ
）
。
今
や
我
々
は
欲
す
る

－
超
人
が
生
き
る
こ
と
を
」
（
「
高
等
な
人
間
」
2
）
を
想
起
さ
せ
る
。
「
神
は
消
え
て
し
ま
え
。
神
が
い
な
い
方
が
い
い
」
は
、
「
神
は

死
ん
だ
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
「
独
力
で
運
命
を
作
る
方
が
い
い
、
道
化
で
あ
る
方
が
い
い
、
自
分
自
身
が
神
で
あ
る
方
が

　
　
お
　い

い
」
は
、
「
今
や
我
々
は
欲
す
る
1
超
人
が
生
き
る
こ
と
を
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
「
独
力
で
運
命
を
作
る
」
こ
と
は
、
「
自
ら
回
転

す
る
車
輪
と
し
て
の
子
供
」
を
示
し
て
い
る
。
三
つ
の
変
容
の
子
供
は
超
人
1
1
道
化
師
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
道
化
（
1
1
道
化
師
）
で
あ
る

方
が
い
い
、
と
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
「
自
分
自
身
が
神
で
あ
る
方
が
い
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
子
供
（
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

超
人
）
は
神
を
意
味
す
る
。
「
自
分
自
身
が
神
で
あ
る
方
が
い
い
」
と
い
う
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
言
葉
は
、
法
王
の
言
葉
「
善
悪
の
彼

四
七



四
八

岸
へ
運
び
去
る
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
善
悪
の
彼
岸
に
至
る
こ
と
は
子
供
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
子
供
は
「
自
分
自
身
が
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　

で
あ
る
方
が
い
い
」
の
神
、
善
悪
の
彼
岸
の
神
で
あ
ろ
う
。

　
子
供
は
豊
量
心
の
彼
岸
で
遊
ぶ
が
、
光
の
深
淵
の
世
界
は
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
。
「
変
容
し
た
者
、
光
に
包
ま
れ
た
者
」
は
子
供
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
光
に
包
ま
れ
た
者
（
“
子
供
）
に
と
っ
て
、
世
界
は
光
の
深
淵
の
世
界
、
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
で
あ
る
。
光
の
深
淵

の
光
は
子
供
（
光
に
包
ま
れ
た
者
a
巨
Φ
9
算
昌
昌
）
）
を
ま
わ
り
か
ら
照
ら
す
（
⊆
巨
2
0
算
窪
）
の
で
あ
る
。

　
「
神
（
子
供
1
1
光
に
包
ま
れ
た
者
）
の
ま
わ
り
で
は
（
¢
B
Ω
o
算
げ
Φ
毎
ヨ
）
す
べ
て
が
世
界
（
光
の
深
淵
1
1
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
世

界
）
と
な
る
」
。

　
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
獅
子
か
ら
子
供
へ
と
変
容
す
る
物
語
で
あ
る
。
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
獅
子
（
快
活
な
英
雄
時
半
神
）
で

あ
り
、
そ
の
ま
わ
り
で
は
す
べ
て
が
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
と
な
る
。
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
は
悲
劇
を
超
え
た
サ
チ
ュ
ロ
ス
劇
で
あ
る
。
し

か
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
成
熟
し
、
最
後
に
子
供
の
段
階
に
至
る
。
彼
は
永
遠
回
帰
の
肯
定
的
な
世
界
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

世
界
は
最
終
的
に
、
第
四
部
「
酔
歌
」
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
。
「
し
か
し
す
べ
て
の
快
は
永
遠
性
を
欲
す
る
、
／
深
い
、
深
い
永
遠
性

を
欲
す
る
」
（
「
酔
歌
」
1
2
）
。
し
か
し
永
遠
性
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
註

（
1
）
　
O
＞
癖
タ
ω
ω
．
①
タ
O
P
刈
稲
．
卜
。
器
．
〈
鋤
q
一
〇
〉
切
ρ
一
一
↑
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
そ
の
途
上
性
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
意
味
・
真
理
・
場
所
』
参
照
。

（
2
）
　
第
三
部
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
動
物
た
ち
（
鷲
と
蛇
）
の
位
置
と
役
割
は
、
一
般
に
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
、
あ
る
い
は
過

　
小
評
価
さ
れ
て
い
る
。
＜
か
q
け
φ
心
心
．
、
．
ヨ
①
9
ω
o
冨
ω
℃
巨
○
ω
8
三
Φ
．
げ
ω
b
。
。
h
　
し
か
し
こ
う
し
た
理
解
が
テ
ク
ス
ト
に
反
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
節
の
考

　
察
か
ら
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
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（
3
）
　
＜
b
。
’
ψ
お
ト
。
国
興
げ
。
。
二
Q
。
Q
。
一
旨
山
O
P

（
4
）
≦
ら
、
ψ
ヨ
ド

（
5
）
　
＜
H
蔭
噸
Q
o
●
臼
ρ
　
こ
の
遺
稿
断
章
は
「
回
復
す
る
者
」
の
最
後
の
箇
所
に
対
応
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
動
物
た
ち
が
「
こ
の
よ
う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

　
　
ス
ト
ラ
の
没
落
が
終
わ
る
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
答
え
る
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
断
章
は

　
　
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
と
彼
の
動
物
た
ち
と
の
対
比
、
動
物
た
ち
の
優
位
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

（
6
）
＜
H
＝
珍
0
8
国
①
吾
。
・
二
。
。
。
。
竃
。
。
－
。
。
9

（
7
）
　
「
歌
え
、
も
は
や
語
る
な
」
（
Q
っ
ヨ
α
q
①
一
ω
嘆
陣
。
算
三
。
ぼ
ヨ
①
ぼ
一
）
（
「
七
つ
の
封
印
」
7
）
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
対
す
る
自
己
批
判
で
も
あ
る
。
「
そ
れ

　
　
は
歌
う
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
、
こ
の
『
新
し
い
魂
』
は
一
語
る
（
話
α
魯
）
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
（
「
自
己
批
判
の
試
み
」
3
）
。

（
8
）
　
「
軽
い
者
に
と
っ
て
す
べ
て
の
言
葉
は
偽
る
の
で
は
な
い
か
」
は
、
「
回
復
す
る
者
」
に
お
け
る
言
葉
「
最
も
似
て
い
る
も
の
の
間
に
お
い
て
こ
そ
、

　
　
仮
象
は
最
も
美
し
く
偽
る
。
何
故
な
ら
最
も
小
さ
な
裂
け
目
は
橋
を
か
け
る
の
が
最
も
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
「
回
復
す
る
者
」
2
）
に
正
確
に
対
応
し

　
　
て
い
る
。

（
9
）
＜
目
卜
ψ
罐
ω
。
日
8
①
『
出
①
暑
ω
二
。
。
。
。
卜
。
。
。
÷
鐸

（
1
0
）
　
＜
目
ド
ψ
凸
刈
ω
o
日
ヨ
①
二
◎
。
◎
。
。
。
一
甲
一
山
㊤
P

（
1
1
）
　
≦
押
ψ
刈
ω
Q
り
。
ヨ
ヨ
臼
出
①
吾
ω
樽
冨
◎
。
N
甲
＝
コ
●

（
1
2
）
　
「
ほ
と
ん
ど
二
千
年
が
経
っ
て
い
る
が
、
新
し
い
神
が
一
人
も
現
れ
て
い
な
い
」
（
『
ア
ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
1
9
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
九
三
六
／
三
七
年

　
　
冬
学
期
講
義
『
ニ
ー
チ
ェ
　
芸
術
と
し
て
の
カ
へ
の
意
志
』
は
こ
の
言
葉
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
遺
稿
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
宿
命
的
に
神
あ
る
い
は
道
化
（
国
9
・
諺
≦
霞
ω
叶
）
1
そ
れ
は
私
に
お
い
て
自
由
意
志
か
ら
の
こ
と
で
は

　
　
な
い
、
そ
れ
が
私
な
の
だ
」
（
＜
H
□
［
ら
Q
噂
Q
り
・
癖
㎝
ω
h
　
　
】
）
①
N
①
日
σ
Φ
「
　
一
Q
◎
◎
◎
◎
◎
1
緊
〆
昌
鼠
⇒
Φ
q
一
①
口
¢
①
「
一
Q
◎
◎
◎
㊤
b
o
α
1
③
）
。
こ
の
断
章
は
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
「
何
故
私
は

　
　
運
命
な
の
か
」
の
冒
頭
の
異
文
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
『
こ
の
人
を
見
よ
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
は
聖
者
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
、

　
　
む
し
ろ
道
化
（
如
き
ω
≦
霞
ω
帥
）
の
方
が
い
い
…
…
。
お
そ
ら
く
私
は
道
化
で
あ
る
」
（
『
こ
の
人
を
見
よ
』
の
「
何
故
私
は
運
命
な
の
か
」
1
）
。

（
1
4
）
　
「
酪
駝
－
獅
子
－
子
供
」
と
い
う
三
つ
の
変
容
に
、
次
の
断
章
が
対
応
す
る
だ
ろ
う
。
「
『
汝
な
す
べ
し
』
よ
り
高
く
「
我
欲
す
』
（
巳
①
　
山
嘆
。
窪
）
が
あ

　
　
る
。
『
我
欲
す
』
よ
り
高
く
『
我
あ
り
』
（
ギ
リ
シ
ア
人
の
神
々
）
が
あ
る
」
（
＜
至
聖
。
．
ψ
一
〇
一
々
爵
冨
ξ
一
。
。
。
。
幽
謡
－
ω
臼
）
。
「
我
あ
り
」
が
ギ
リ
シ
ア
人
の

　
　
神
々
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
．
．
臼
①
　
逸
興
。
窪
．
．
（
出
巽
。
ω
）
は
単
な
る
英
雄
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
「
神
と
人
間
と
の
中
間
に
位
置
す
る
半
神
」

四
九



五
〇

　
　
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
「
我
あ
り
」
が
三
つ
の
変
容
に
お
け
る
「
子
供
」
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
子
供
を
神
と
解
釈
で
き
る
。

（
1
5
）
　
「
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
神
の
自
己
解
体
と
呼
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
は
神
の
脱
皮
に
す
ぎ
な
い
。
…
神
は
道
徳
の
皮
を
脱
い
だ
の
だ
。
そ
し
て
お
得
た
ち

　
　
は
す
ぐ
に
神
を
再
び
見
る
だ
ろ
う
、
善
悪
の
彼
岸
に
お
い
て
」
（
～
訓
［
【
一
唱
し
り
・
一
〇
α
　
Q
り
。
ヨ
b
p
Φ
『
　
一
　
一
田
①
村
び
Q
り
叶
　
一
〇
◎
O
o
N
　
ω
－
一
一
蒔
も
◇
b
Q
）
。
「
結
局
の
と
こ
ろ
道
徳
的
な
神
が

　
　
克
服
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
『
善
悪
の
彼
岸
に
お
け
る
』
神
を
想
定
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
（
＜
H
頃
一
噌
ψ
卜
。
箋
　
ω
o
ヨ
ヨ
興

　
　
冨
G
。
①
－
畷
①
δ
ω
二
Q
。
○
。
刈
α
－
ご
）
。


