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夢
野
久
作
「
死
後
の
恋
」
の
「
宙
づ
り
」
効
果

【
は
じ
め
に
】

さ
よ
う
…
…
た
だ
き
い
て
下
さ
れ
ば
、
い
い
の
で
す
。

お
話
し
す
る
恐
し
い
「
死
後
の
恋
」
と
い
う
も
の
が
、

認
め
て
下
さ
れ
ば
宜
し
い
の
で
す
。
鳶

畑
中
佳
恵

そ
う
し
て
私
が
こ
れ
か
ら

実
際
に
あ
り
得
る
こ
と
を

　
「
死
後
の
恋
」
誌
の
語
り
手
、
自
称
《
コ
ル
ニ
コ
フ
》
は
、
彼
が
《
あ
な
た
》
と

呼
び
か
け
る
聞
き
手
、
彼
に
よ
る
と
《
日
本
の
軍
卒
さ
ん
》
に
、
自
分
の
願
い
は
自

分
の
話
を
信
じ
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
と
繰
り
返
し
訴
え
る
。
こ
れ
は
、
聞
き

手
（
作
中
に
肉
体
を
も
っ
て
登
場
し
て
い
る
と
す
れ
ば
だ
が
）
、
そ
し
て
小
説
の
読
者

に
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
《
死
後
の
恋
》
の
物
語
に
、
真
偽
の
判
定
と
い
う
関
心
か
ら
ア

プ
ロ
ー
ヂ
す
る
よ
う
枠
組
み
を
は
め
る
。
つ
ま
り
、
大
き
な
意
味
で
の
受
け
手
は
、

コ
ル
ニ
コ
フ
の
語
る
一
切
に
対
し
て
信
じ
る
か
否
か
の
二
者
選
択
の
視
線
を
向
け
つ

つ
伴
走
し
、
自
ら
の
態
度
決
定
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
説
の
読
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
題
名
と
も
な
っ
て
い
る
作
中
物
語
の
位
置
づ
け
が
、

小
説
全
体
を
統
括
す
べ
き
テ
ー
マ
と
な
る
こ
と
へ
の
期
待
を
通
し
て
一
層
、
こ
の
経

路
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
に
よ
る
《
死
後
の
恋
》
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
段
落
し
た
、
小
説
の
結

末
部
に
飛
ん
で
み
よ
う
。
（
こ
こ
で
は
、
聞
き
手
が
作
中
に
物
理
的
な
存
在
と
し
て
居

る
と
前
提
す
る
こ
と
に
す
る
。
）
聞
き
手
《
あ
な
た
》
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
ど
の
よ

う
な
伴
走
を
し
て
き
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
態
度
決
定
に
至
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
伺

え
る
。…

…
あ
あ
…
…
本
当
に
し
て
下
さ
る
。
信
じ
て
下
さ
る
…
…
あ
り
が
と
う
。
あ
り

が
と
う
。
サ
ァ
お
手
を
…
…
握
手
を
さ
し
て
下
さ
い
…
…
宇
宙
間
に
於
け
る
最
高

の
神
秘
「
死
後
の
恋
」
の
存
在
は
や
っ
ぱ
り
真
実
で
し
た
。
お

コ
ル
ニ
コ
フ
は
聞
き
手
か
ら
「
信
じ
る
」
と
い
う
意
志
表
示
を
受
け
取
っ
て
い
る
よ

う
だ
。
が
、
そ
の
お
礼
に
差
し
出
し
た
《
宝
石
》
は
受
け
取
ら
れ
ず
、
状
況
は
一
転

す
る
。

　
…
…
エ
…
…
何
故
で
す
か
…
…
ナ
ゼ
お
受
け
取
り
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
…

　
：
・
。
（
中
略
）
／
エ
ッ
…
…
エ
エ
ッ
…
…
私
の
話
が
本
当
ら
し
く
な
い
っ
て
…
…
。

　
／
…
…
あ
…
…
貴
下
も
で
す
か
。
…
…
あ
あ
…
…
ど
う
し
ょ
う
…
…
ま
…
…
待
つ

　
て
下
さ
い
。
逃
げ
な
い
で
…
…
ま
…
…
ま
だ
お
話
し
す
る
こ
と
が
…
…
ま
、
待
つ

　
て
下
さ
い
ッ
…
…
。
ぷ

《
宝
石
》
を
拒
み
、
《
話
が
本
当
ら
し
く
な
い
》
と
言
い
残
し
て
立
ち
去
り
つ
つ
あ
る

聞
き
手
の
姿
が
想
像
さ
れ
る
、
こ
の
聞
き
手
の
立
場
に
、
二
者
選
択
を
要
求
さ
れ
て

い
る
受
け
手
と
し
て
同
一
化
し
得
た
読
者
は
、
果
た
し
て
聞
き
手
の
態
度
決
定
l
i

一
旦
信
じ
る
と
見
せ
て
信
じ
な
い
と
い
う
変
化
を
伴
う
一
を
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
作
品
の
要
求
す
る
「
読
者
の
役
割
」
を
聞
き
手
が
演
じ
る

な
ら
ば
、
当
初
信
じ
る
と
し
た
と
き
の
、
ま
た
一
変
し
て
信
じ
な
い
と
し
た
そ
の
理

由
が
読
者
に
向
か
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
両
者
の
同
｝
化
が
計
ら
れ
よ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
二
者
選
択
を
成
し
遂
げ
た
聞
き
手
の
思
考
の
道
筋
が
そ
れ
自
体
も

う
一
つ
の
解
釈
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
聞
き
手
と
の
距
離
が
意
味
す
る
の
は
、
《
死
後

の
恋
》
へ
の
対
応
と
い
う
点
に
お
い
て
す
ら
、
小
説
の
読
者
が
果
た
し
得
る
「
読
者

の
役
割
」
が
、
聞
き
手
の
果
た
し
て
い
る
役
割
と
は
別
の
場
所
に
見
出
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
聞
き
手
が
態
度
決
定
し
た
後
に
、
読
者
に
は
さ
ら
に

真
偽
の
判
定
の
材
料
と
な
り
得
る
情
報
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
聞
き
手
の
態
度
決
定
に
同
一
化
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
異
議
を
申
し
立
て

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
《
あ
あ

ッ
…
…
／
…
…
ア
ナ
ス
タ
シ
や
内
親
王
殿
下
…
…
…
》
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
と
い

う
最
後
の
情
報
を
得
た
上
で
さ
ら
に
、
こ
の
コ
ル
ニ
コ
フ
の
立
葉
を
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
の
終
着
点
と
し
て
、
そ
の
題
名
の
も
と
に
統
括
さ
れ
る
小
説
「
死
後
の
恋
」
に

対
す
る
こ
と
に
な
る
読
者
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の

か
。
こ
れ
が
考
察
の
出
発
点
と
な
る
。

　
本
稿
は
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
、
ひ
い
て
は
作
品
の
統
括
的
な
テ
ー
マ
構
成
が
要
求
す

る
真
偽
の
判
定
と
関
わ
ら
せ
る
べ
く
作
品
自
体
が
丙
包
す
る
、
「
読
者
の
役
割
」
に
着

目
す
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
「
読
者
の
役
割
」
が
、
態
度
決
定
へ
と
向
か
う

二
者
選
択
の
ま
な
ざ
し
を
保
持
し
つ
つ
、
態
度
決
定
以
前
の
「
宙
づ
り
」
状
態
に
留
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ま
り
続
け
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
の

基
本
的
な
構
造
に
お
い
て
は
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
の
い
う
「
幻
想
」
茜
を
多

く
参
照
す
る
。
そ
こ
で
の
話
題
の
中
心
は
、
「
幻
想
」
が
生
じ
る
場
所
で
あ
る
「
読
者
」

の
概
念
に
つ
い
て
、
真
偽
判
定
の
視
線
が
依
拠
し
よ
う
と
す
る
「
（
小
説
に
お
け
る
）

本
当
ら
し
さ
」
に
つ
い
て
、
語
り
の
情
報
と
し
て
の
信
頼
度
と
深
く
関
わ
る
二
人

称
の
語
り
手
」
と
い
う
語
り
の
構
造
に
つ
い
て
、
と
い
う
三
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
ト

ド
ロ
フ
の
理
論
は
「
幻
想
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
規
定
を
指
向
す
る
抽
象
化
の
成

果
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
具
体
例
で
あ
る
一
つ
の
作
品
の
一
致
は
、
ト
ド
ロ
フ
自
身

指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
以
上
の
何
物
で
も
な
い
。
ま
が
、
こ
こ
で

分
析
の
第
一
段
階
と
し
て
、
ト
ド
ロ
フ
の
提
示
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
幻
想
」
と

の
類
似
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
後
の
恋
」
が
構
造
的
に
有
す
る
幾
つ
か
の

条
件
と
そ
の
意
味
の
可
能
性
を
整
理
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
そ
し
て
次
の
段
階

で
は
、
作
品
が
そ
の
歴
史
性
に
お
い
て
実
際
に
機
能
す
る
可
能
性
の
側
面
が
取
り
上

げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
一
九
二
八
年
に
夢
野
久
作
と
い
う

作
家
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
死
後
の
恋
」
が
想
定
し
得
る
「
読
者
」
の
条
件
が
あ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ト
ド
ロ
フ
の
抽
象
化
さ
れ
た
「
読
者
の
機
能
」
と
い
う
枠
組

み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
的
な
条
件
下
に
あ
る
読
者
像
に
近
似
的

に
で
も
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
は
自
ず
か
ら
、
読
者
に
と
っ
て
の
小
説
の
「
本
当
ら
し

さ
」
と
、
読
者
が
判
断
し
よ
う
と
す
る
語
り
の
性
格
・
信
頼
度
に
つ
い
て
の
、
よ
り

具
体
的
な
考
察
を
促
す
だ
ろ
う
。
こ
の
二
段
階
の
分
析
を
通
し
て
、
具
体
的
条
件
の

レ
ベ
ル
で
要
請
さ
れ
る
「
読
者
の
役
割
」
が
、
「
宙
づ
り
」
効
果
の
継
続
・
維
持
に
加

担
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
を
提
出
す
る
こ
と
が
第
一
章
の
目
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
章
で
は
、
特
に
今
日
的
な
条
件
下
に
あ
る
一
読
者
と
し
て
「
死
後
の
恋
」

の
解
釈
を
試
み
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
不
可
能
で
あ
る
か
を
示
す
旦
ハ
体
例
と
し
た
い
。

な
お
、
本
論
の
主
眼
で
あ
る
、
「
死
後
の
恋
」
の
歴
史
的
条
件
と
深
く
関
わ
る
構
造
的

特
性
と
し
て
の
「
宙
づ
り
」
効
果
の
指
摘
は
、
今
後
、
同
様
の
機
能
を
見
出
せ
る
作

品
の
収
集
・
分
析
と
、
そ
の
先
に
機
能
史
的
な
配
置
図
の
構
想
と
い
う
目
標
を
お
い

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
第
一
章
】
「
死
後
の
恋
」
に
お
け
る
「
宙
づ
り
」
効
果

（
第
一
節
）
ト
ド
ロ
フ
の
「
幻
想
」
と
「
読
－
者
」

幻
想
と
は
、
語
ら
れ
た
出
来
事
に
つ
い
て
読
者
が
抱
く
曖
昧
な
知
覚
の
こ
と
だ

と
定
義
さ
れ
る
。
た
だ
ち
に
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
言

う
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
特
定
の
、
個
別
で
現
実
的
な

読
者
の
こ
と
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
暗
に
包
含
さ
れ
て
い
る
「
読
者
の
機
能
」

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ

　
ト
ド
ロ
フ
は
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
で
、
¶
怪
奇
」
と
「
神
秘
」
の
境
界
域
と
い
う

示
差
傘
に
お
い
て
「
幻
想
」
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
。
語
ら
れ
る
超
自
然
的
出
来
事

が
結
局
は
現
実
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
ト
ド
ロ
フ
に
よ
れ

ば
怪
奇
）
か
、
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
（
同
じ
く
神

秘
）
か
と
い
う
不
確
定
な
時
間
を
し
め
る
「
た
め
ら
い
」
に
注
目
し
た
十
九
世
紀
以

降
の
議
論
の
な
か
で
、
ト
ド
ロ
フ
の
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
た
め
ら
う
の
が
読
者

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
内
包
さ
れ
た
読
者
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
は
次
の
よ
う
に
整

理
し
た
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
が
自
身
の
現
実
化
の
た
め
に
前
も
っ
て
そ
な
え
て
い
る

条
件
で
あ
り
、
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
も
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
構
成
概
念
で
あ

る
。
文
学
作
品
の
作
用
に
と
っ
て
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
前
提
条
件
を
具
象
化
す
る
と
い

う
そ
の
性
質
は
、
経
験
的
な
外
界
の
現
実
に
拘
束
さ
れ
る
限
界
性
を
払
拭
す
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
。
鵡
イ
ー
ザ
ー
と
同
じ
く
普
遍
妥
当
的
な
理
論
の
構
築
に
向
か
う
べ

く
想
定
さ
れ
る
ト
ド
ロ
フ
の
「
読
者
の
機
能
」
も
、
「
読
者
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
、
社

会
的
、
文
化
的
等
々
の
差
異
の
捨
象
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
自
身
の
現
実
化
と
関
わ

る
役
割
を
、
テ
ク
ス
ト
問
に
共
有
さ
れ
る
最
も
シ
ン
プ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
理

想
的
に
果
た
す
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
取
り
出
さ
れ
た
「
幻
想
」

ジ
ャ
ン
ル
の
構
造
的
特
性
の
う
ち
、
「
死
後
の
恋
」
に
認
め
ら
れ
る
共
通
点
に
着
目
す

る
こ
と
は
、
ト
ド
ロ
フ
の
「
幻
想
」
と
こ
こ
で
い
う
「
宙
づ
り
」
効
果
の
親
近
性
を

認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
後
者
の
構
造
に
み
ら
れ
る
幾
つ
か
の
条
件
と
そ
の
意

味
の
可
能
性
の
整
理
を
容
易
に
す
る
以
上
の
目
的
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

「
死
後
の
恋
」
と
い
う
具
体
的
な
作
品
の
「
宙
づ
り
」
効
果
を
も
た
ら
す
構
造
が
、

テ
ク
ス
ト
問
に
共
有
さ
れ
る
最
も
シ
ン
プ
ル
な
レ
ベ
ル
の
み
に
お
い
て
完
結
す
る
も

の
で
な
い
と
こ
ろ
に
特
異
性
を
有
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

連
し
て
、
「
読
者
」
と
い
う
用
語
で
何
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
時
、
ど
の
面
に

お
い
て
差
異
顕
在
的
で
あ
り
ま
た
差
異
抑
圧
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
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促
す
和
田
敦
彦
の
論
は
示
唆
深
い
。

例
え
ば
イ
ー
ザ
ー
の
「
内
包
さ
れ
た
読
者
」
と
い
う
用
語
は
文
学
テ
ク
ス
ト
と
読

者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
差
異
顕
在
的
に
読
者
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
用
語
は
、
語
り
方
や
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
に
よ
っ
て
刻
々
に
変
貌
す
る
読
み
手

の
と
ら
さ
れ
る
位
置
の
時
間
的
差
異
を
記
述
す
る
こ
と
の
で
き
る
理
論
だ
。
少
な

く
と
も
読
者
を
一
貫
し
た
実
体
的
な
不
変
的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
、

は
る
か
に
「
読
者
」
の
差
異
を
問
題
に
で
き
る
用
語
「
読
者
」
な
の
だ
。
だ
が
、

一
方
で
こ
の
用
語
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
関
係
を
論
じ
る
と
い
う
枠
の
外

で
は
差
異
抑
圧
的
に
も
働
く
，
な
ぜ
な
ら
、
世
上
に
流
布
す
る
実
体
的
な
用
語
群

と
し
て
の
「
読
者
」
は
認
め
な
い
し
、
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
読
者
集

団
の
経
済
的
な
差
異
や
地
域
的
な
差
異
、
と
い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
お
，

つ
ま
り
こ
こ
で
行
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
「
幻
想
」
に
お
け
る
内
包
さ
れ
た
「
読
者
の

機
能
」
の
差
異
顕
在
的
な
側
面
の
研
究
成
果
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
の
差
異
抑
圧
的
な

側
面
、
つ
ま
り
個
別
の
作
品
に
お
い
て
期
待
さ
れ
て
い
る
「
読
者
の
役
割
」
の
条
件

を
す
く
い
上
げ
、
そ
の
二
面
を
「
宙
づ
り
」
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
関
わ
ら
せ
る
試

み
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
目
的
に
お
い
て
差
異
顕
在
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
「
読
者

の
役
割
」
が
、
ど
の
程
度
実
体
的
で
ま
た
抽
象
的
な
の
か
明
瞭
に
し
難
く
、
「
死
後
め

恋
」
以
外
の
場
所
へ
の
汎
用
性
が
極
め
て
低
い
と
い
う
抑
圧
的
な
傾
向
を
帯
び
る
こ

と
は
避
け
が
た
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
あ
り
方
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
り
、
「
死
後
の

恋
」
と
い
う
作
品
か
ら
一
つ
の
問
題
提
起
を
導
き
出
す
一
手
段
と
し
て
措
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
こ
こ
で
再
び
ト
ド
ロ
フ
の
「
幻
想
」
に
戻
っ
て
、
そ
の
構
造
を
確
認
す
る
と

こ
ろ
が
ら
始
め
よ
う
。
ト
ド
ロ
フ
は
、
「
幻
想
」
の
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。

幻
想
と
は
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ま
ず
第
一
に
、
テ
ク

ス
ト
が
読
者
に
対
し
、
作
中
人
物
の
世
界
を
生
身
の
人
間
の
世
界
で
あ
る
と
思
わ

せ
、
し
か
も
、
語
ら
れ
た
出
来
事
に
つ
い
て
、
自
然
な
説
明
を
と
る
か
超
自
然
な

説
明
を
と
る
か
、
た
め
ら
い
を
抱
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
た

め
ら
い
は
、
作
中
の
一
入
物
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場

合
、
読
者
の
役
割
が
当
の
作
中
人
物
に
、
い
わ
ば
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

同
時
に
、
た
め
ら
い
も
ま
た
テ
ク
ス
ト
内
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
（
中
略
）

最
後
に
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
特
定
の
態
度
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
読
者
が
、
「
詩
的
㌧
解
釈
も
「
寓
意
的
」
解
釈
も
、
と
も
に
拒
む
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の
要
請
は
、
す
べ
て
が
等
価
で
は
な
い
。
第

一
と
第
三
の
要
請
が
、
真
に
ジ
ャ
ン
ル
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
の
要

請
は
か
な
ら
ず
し
も
満
た
さ
れ
な
く
て
よ
い
。
改
O

第
一
の
条
件
に
お
い
て
、
「
自
然
」
か
「
超
自
然
」
か
と
い
う
二
者
選
択
の
た
め
ら
い

を
生
じ
さ
せ
る
場
面
設
定
が
「
生
身
の
人
間
の
世
界
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
点
に
、
そ
の
判
断
が
依
拠
し
よ
う
と
す
る
「
現
実
』
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
こ
れ
は
第
三
の
条
件
と
関
連
さ
せ
る
と
、
例
え
ば
「
彼
女
は

鳥
に
な
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
具
体
的
な
「
入
間
」
も
「
鳥
」
も
「
変
身
」
も
「
自

由
」
も
指
示
・
表
象
し
よ
う
と
せ
ず
た
だ
語
句
連
鎖
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
受
け
取
ら
れ
る

と
い
う
「
詩
的
」
な
読
み
方
や
、
同
じ
文
が
「
彼
女
は
卒
業
し
た
」
等
の
転
義
し
た

意
味
で
受
け
取
ら
れ
る
と
い
う
「
寓
意
的
」
な
読
み
方
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
「
彼
女
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
人
問
が
日
常
生
活
を
送
る
判
現
実
」
の
中
で

「
鳥
」
に
変
身
し
た
と
い
う
、
ま
ず
は
表
象
性
と
字
義
性
に
お
い
て
「
現
実
」
と
関

わ
る
受
容
を
さ
れ
た
上
で
し
か
、
「
自
然
」
か
「
超
自
然
」
か
と
い
う
二
者
選
択
が
生

じ
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
死
後
の
恋
」
の
読
者
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
そ
の
場
面
設
定
を

「
生
身
の
人
間
の
世
界
」
と
い
う
意
味
で
の
「
現
実
」
と
み
な
す
と
い
え
よ
う
。
冒

頭
部
分
に
お
い
て
《
浦
塩
》
の
《
ス
ェ
ツ
ラ
ン
カ
ヤ
》
（
九
二
頁
※
初
出
で
は
ス
エ
ツ

ラ
ン
ス
カ
ヤ
）
と
い
う
実
在
の
固
有
名
で
地
理
が
設
定
さ
れ
、
《
死
後
の
恋
》
の
出
来

事
が
生
じ
た
時
間
（
《
今
年
（
大
正
七
年
）
の
、
八
月
二
十
八
日
の
午
後
九
時
か
ら
、

翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
》
九
四
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
現
在
（
出
来
事
の
三
ヶ

月
後
）
が
実
在
し
た
史
的
時
間
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
小
説
の
世
界
に

人
間
の
生
活
す
る
「
現
実
」
と
地
続
き
の
法
則
を
見
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
特
に
こ

れ
ら
の
設
定
を
通
し
て
読
者
は
、
小
説
世
界
の
よ
り
複
雑
な
位
置
づ
け
を
要
求
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。

　
自
分
の
馴
れ
親
し
ん
だ
世
界
に
そ
の
世
界
の
法
則
で
は
説
明
困
難
に
思
わ
れ
る
出

来
事
が
生
じ
る
と
い
う
物
語
に
遭
遇
し
た
読
者
は
、
「
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
解
釈
の

い
ず
れ
か
を
選
ぶ
ほ
か
な
い
」
土
一
と
い
う
ト
ド
ロ
フ
の
見
解
は
、
「
自
然
／
超
自

105　一



然
〕
と
い
う
二
者
選
択
の
要
求
を
、
読
者
に
と
っ
て
理
解
の
上
で
必
要
と
な
る
こ
と

で
生
起
す
る
も
の
と
み
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
死
後
の
恋
」
で
は
、
冒
頭
か
ら

こ
の
二
者
選
択
こ
そ
が
関
心
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
読

み
進
め
て
い
く
際
の
強
力
な
準
拠
枠
と
し
て
読
者
を
拘
束
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
た

め
ら
い
」
は
読
者
が
読
書
過
程
で
次
第
に
導
か
れ
る
も
の
で
な
く
、
出
来
事
に
つ
い

て
の
語
り
に
先
ん
じ
て
予
期
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
死
後
の
恋
」
の
読
者

は
こ
の
二
者
選
択
自
体
を
問
題
化
し
得
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
積

極
的
に
テ
ク
ス
ト
外
の
歴
史
的
な
一
地
点
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
設
定
が
、
「
現
実
」

世
界
と
の
類
似
と
い
う
「
本
当
ら
し
さ
」
と
同
時
に
、
「
現
実
」
の
歴
史
的
一
地
点
と

の
関
係
に
お
い
て
「
虚
構
」
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
二
重
性
に
読
者
が
着

目
し
得
る
こ
と
は
、
真
偽
の
判
定
そ
れ
自
体
を
ど
う
解
釈
し
、
ま
た
そ
の
解
釈
が
何

に
依
拠
す
る
も
の
と
な
る
か
を
め
ぐ
る
「
た
め
ら
い
」
の
喚
起
に
関
わ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
本
当
ら
し
さ
」
の
問
題
は
、
よ
り
具
体
的
な
読
者
像
に
近
づ
い
た
考
察
を
加

え
る
た
め
に
次
節
で
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
二
の
条
件
は
任
意
条
件
と
さ
れ
る
が
、
「
死
後
の
恋
」
に
お
い
て
や
は
り
複
雑
な

様
相
を
も
っ
て
関
わ
っ
て
く
る
。
「
死
後
の
恋
」
に
は
、
語
り
手
に
よ
る
と
レ
ス
ト
ラ

ン
で
食
事
を
し
な
が
ら
語
り
か
け
て
い
る
相
手
と
し
て
聞
き
手
が
存
在
す
る
。
読
者

に
と
っ
て
、
聞
き
手
は
真
偽
の
判
定
を
要
求
さ
れ
る
受
け
手
と
し
て
、
ま
た
日
本
人

で
あ
る
ら
し
い
こ
と
も
そ
の
一
因
と
な
り
得
る
が
、
結
末
部
に
お
け
る
態
度
決
定
の

前
ま
で
は
そ
の
立
場
に
同
一
化
し
易
い
「
登
場
人
物
」
と
い
え
る
。
が
、
《
死
後
の
恋
》

の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
間
、
読
者
に
そ
の
存
在
感
が
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
こ
な
い

聞
き
手
は
、
語
り
の
逐
一
に
対
し
て
向
け
る
真
偽
判
定
の
ま
な
ざ
し
と
決
定
前
の
た

め
ら
い
を
表
象
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
結
末
部
分
ま
で
読
み
進
め
て
き
た

読
者
は
、
た
め
ら
い
の
素
振
り
を
見
せ
な
い
ま
ま
思
考
を
断
ち
切
る
か
の
よ
う
な
唐

突
さ
で
態
度
決
定
し
た
聞
き
手
に
違
和
感
を
感
じ
、
そ
れ
ま
で
は
同
一
化
し
て
い
た

つ
も
り
で
も
実
は
た
め
ら
う
思
考
の
過
程
を
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
、
聞
き
手
が
自
ら
た
め
ら
い

を
断
ち
切
っ
て
見
せ
る
と
き
、
そ
の
理
由
の
不
明
確
さ
を
も
っ
て
、
読
者
に
同
様
の

行
為
に
出
る
こ
と
を
か
え
っ
て
不
安
に
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
得
る
の
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
ト
ド
ロ
フ
の
第
二
条
件
は
満
た
さ
れ
な
い
が
、
読
者
の
「
た
め
ら
い
」
を
持

続
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し

て
、
聞
き
手
が
存
在
す
る
と
．
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
ト
ド
ロ
フ
が
「
幻
想
」
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
分
析
に
お
い
て
「
た
め
ら
い
」

の
創
出
と
関
わ
る
構
造
特
性
と
し
て
挙
げ
る
、
「
一
人
称
の
語
り
手
」
と
い
う
共
通
点

に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ト
ド
ロ
フ
に
よ
る
と
、
幻
想
的
な
物
語
の
語
り
手
は
、
普
通
、

「
私
」
と
名
乗
る
。
「
物
語
内
に
姿
を
現
わ
す
語
り
手
」
、
「
「
物
語
る
」
一
人
称
」
等

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
語
り
手
は
、
「
読
者
の
作
中
人
物
に
対
す
る
同
一
化
を
、
も
っ

と
も
容
易
に
す
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
「
「
私
」
と
い
う
代
名
詞
が
万
人
に
共
通
の
も
の
だ

か
ら
だ
」
。
ゆ
え
に
語
り
手
は
読
者
が
容
易
に
同
一
化
で
き
る
よ
う
な
「
あ
り
き
た
り

の
人
間
」
に
設
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
彼
・
彼
女
の
言
葉
は
作
者
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
信
頼
で
き
る
語
り
と
し
て
読
者
に
受
容

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
語
り
手
の
身
辺
に
起
き
た
と
い
う
超
自
然
的
出
来
事
を

情
報
と
し
て
信
頼
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
「
た
め
ら
い
」
と
い
う
反
応
を
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
ト
ド
ロ
フ
は
、
語
り
手
が
物
語
の
主
人
公
で
あ
り
、
そ
の
作

中
人
物
と
し
て
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
「
彼
に
も
嘘
を
つ
く
可
能

性
が
あ
る
」
こ
と
を
「
構
造
的
シ
ョ
ッ
ク
」
と
表
現
し
、
そ
れ
も
ま
た
読
者
の
「
た

め
ら
い
」
を
喚
起
す
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
改
N
こ
こ
で
ト
ド
ロ
フ
が
文
学
言

語
の
真
偽
の
吟
味
に
つ
い
て
、
作
中
人
物
の
言
葉
は
日
常
的
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
同
様
、

真
偽
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
得
る
が
、
テ
ク
ス
ト
内
に
作
者
の
名
に
お
い
て
与
え
ら
れ

た
も
の
は
真
偽
の
吟
味
が
不
可
能
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
内
的
一
貫
性
の
要
請
に
応

え
て
い
る
か
否
か
で
し
か
な
い
、
と
前
提
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
善
で
考
察
す
る
「
本

当
ら
し
さ
」
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め

に
、
「
死
後
の
恋
」
に
即
し
て
整
理
し
て
い
こ
う
。

　
　
「
死
後
の
恋
」
の
語
り
手
コ
ル
ニ
コ
フ
は
、
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
り
、
物
語
の

主
人
公
と
し
て
姿
を
現
す
。
彼
が
自
ら
を
指
す
用
語
「
私
」
は
、
読
者
を
自
ら
に
或

る
程
度
同
一
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
読
者
に
よ
る
真
偽
の
判
定
の
対
象

と
し
て
、
ま
た
後
で
詳
述
す
る
が
、
語
り
手
の
精
神
状
態
お
よ
び
語
り
の
内
的
一
貫

性
に
対
す
る
疑
惑
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
信
頼
度
の
低
い
語
り
の
性
格
に
お
い
て
、

読
者
が
完
全
に
同
一
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

「
私
」
と
い
う
語
り
手
の
あ
り
方
は
、
「
私
」
に
対
す
る
「
あ
な
た
」
と
し
て
の
聞
き

手
に
読
者
の
同
一
化
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
、
聞
き
手
の
態
度

決
定
以
前
に
お
い
て
顕
著
だ
ろ
う
。
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
聞
き
手
は
読
者
が
最
終

的
に
同
一
化
で
き
な
い
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
い
え
、
読
者
は
作
中
人
物
と
と
も

に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
と
っ
て
考
え
、
た
め
ら
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
「
死
後
の
恋
」
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
は
、
後
者
の
「
構
造
的
シ
ョ
ッ
ク
」
で

あ
ろ
う
。
ト
ド
ロ
フ
自
身
は
こ
れ
を
詳
述
し
な
か
っ
た
が
、
「
死
後
の
恋
」
に
お
い
て
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こ
の
レ
ベ
ル
で
の
た
め
ら
い
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
ト
ド
ロ
フ
は
、

語
り
手
が
物
語
の
主
人
公
と
な
る
場
合
に
、
作
者
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
信
頼

性
と
作
中
人
物
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
疑
惑
性
と
の
共
存
に
お
け
る
、
後
者
の

存
在
の
可
能
性
が
読
者
に
引
き
起
こ
す
ジ
レ
ン
マ
を
み
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対

し
「
死
後
の
恋
」
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
さ
。
。
一
人
称
の
語
り
手
の
発
話
の
み
で
成
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
性
格
が
極
限
に
ま
で
押

し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
語
り
手
コ
ル
ニ
コ
フ
が
周
囲
か
ら
《
キ
チ

ガ
イ
》
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
語
り
に
一
貫
性
の
欠
け
る
部
分
が
見
ら
れ
る

こ
と
、
酒
を
飲
ん
で
い
る
ら
し
い
こ
と
等
、
読
者
自
身
の
規
範
に
照
ら
し
て
語
り
に

向
け
る
信
頼
度
に
揺
さ
ぶ
り
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
ジ
レ
ン
マ

は
違
う
様
相
を
見
せ
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
情
報
と
し
て
信

用
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
な
く
、
信
用
で
き
る
部
分

が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
な
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ル
ニ
コ
フ
の
語
り
の

性
格
の
信
頼
度
を
め
ぐ
る
、
読
者
の
た
め
ら
い
の
具
体
的
様
相
を
、
第
三
節
で
考
察

し
た
い
。

　
以
上
、
ト
ド
ロ
フ
の
「
幻
想
」
の
定
義
を
手
が
か
り
に
、
「
死
後
の
恋
」
に
お
い
て

二
者
選
択
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
読
者
の
「
た
め
ら
い
」
の
基
本
的
な
構
造
を
整
理
し
、

「
本
当
ら
し
さ
」
を
構
築
・
破
壊
し
よ
う
と
す
る
仕
掛
け
に
つ
い
て
の
よ
り
具
体
的

な
読
者
像
を
通
し
た
考
察
の
必
要
性
を
示
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
と
も
関
連
し
て
、
「
幻

想
」
の
構
造
特
性
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
コ
人
称
の
語
り
手
」
に
着
目
し
、
・
コ
ル
ニ

コ
フ
の
語
り
の
性
格
に
つ
い
て
同
じ
く
考
察
を
進
め
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
死
後
の
恋
」
と
い
う
具
体
的
作
品
に
仮
説
で
き
る
読
者
の
役
割
と
し
て
の
「
た
め

ら
い
」
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
要
素
と
し
た
シ
ス
テ
ム
と
し

て
あ
る
「
宙
づ
り
」
効
果
の
指
摘
へ
と
進
め
る
だ
ろ
う
。

（
第
二
節
）
「
本
当
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
っ
て

　
「
死
後
の
恋
」
は
一
九
二
八
年
に
発
表
さ
れ
た
が
、
作
中
物
語
の
場
面
設
定
は
↓

九
一
八
年
八
月
、
ロ
シ
ア
革
命
・
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
下
の
ロ
シ
ア
《
ド
ウ
ス
ゴ

イ
付
近
の
原
っ
パ
》
（
九
四
頁
）
、
語
り
の
場
面
設
定
は
そ
の
三
ヶ
月
後
の
《
浦
塩
》

《
ス
ェ
ツ
ラ
ン
カ
ヤ
》
の
レ
ス
ト
ラ
ン
（
九
二
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
具
体
的

な
「
現
実
」
と
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
設
定
の
二
重
の
意
味
を
見
て
い
く
た
め
に
、
そ

の
宛
先
と
し
て
の
読
者
に
つ
い
て
、
本
稿
が
と
る
立
場
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
掲
載

誌
『
新
青
年
』
で
「
死
後
の
恋
」
を
読
ん
だ
読
者
個
々
人
が
、
丁
度
十
年
程
前
の
シ

ベ
リ
ア
出
兵
を
め
ぐ
る
「
体
験
」
を
組
み
入
れ
た
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
読
書
過
程
を

こ
こ
で
再
現
す
る
こ
と
は
、
勿
論
不
可
能
で
あ
る
。
作
者
の
死
後
刊
行
が
始
ま
っ
た

全
集
算
置
轟
、
ま
た
七
十
年
代
以
降
続
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
文
庫
類
さ
α
等
で
こ
の

作
品
に
接
し
た
読
者
に
至
っ
て
は
、
そ
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
「
体
験
」
を
知
識
と
し

て
殆
ど
持
た
な
い
場
合
も
含
め
て
、
具
体
的
差
異
は
一
層
捉
え
が
た
い
と
い
え
る
。

が
、
特
に
発
表
当
時
に
期
待
さ
れ
る
読
者
の
「
体
験
」
が
影
響
す
る
読
書
・
解
釈
に

な
る
こ
と
を
、
予
期
し
た
上
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
時

間
的
に
距
離
を
も
つ
読
者
に
と
っ
て
も
そ
の
効
果
は
少
な
か
ら
ず
発
揮
さ
れ
得
る
こ

と
を
示
す
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
「
死
後
の
恋
」
の
読
者
が
立
つ
時
間
的
な
地
点
の
差

異
は
問
題
に
し
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
に
こ
の
作
品
に
接
す
る
一
読
者
に
お
い
て
も
、

例
え
ば
当
時
の
新
聞
を
手
に
す
る
こ
と
で
距
離
を
縮
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、

発
表
当
時
作
品
に
接
す
る
読
者
の
全
て
に
当
時
流
布
し
た
情
報
の
所
有
を
期
待
す
る

の
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
本
章
で
は
、
或
る
程
度
の
活
字
体
験
を
通
し
て
、
シ
ベ
リ

ア
出
兵
周
辺
の
「
史
実
」
を
め
ぐ
る
報
道
・
言
及
や
、
作
者
の
他
作
品
や
、
そ
の
他

諸
々
の
言
説
を
「
死
後
の
恋
」
の
「
同
時
代
」
と
み
な
し
関
連
さ
せ
引
用
す
る
可
能

性
を
取
り
出
し
、
そ
の
集
合
体
を
、
「
死
後
の
恋
」
の
可
能
性
を
引
き
出
す
も
の
と
し

て
内
包
さ
れ
る
「
読
者
」
と
仮
設
す
る
。
「
死
後
の
恋
」
よ
り
も
時
間
的
に
遅
れ
る
作

品
の
引
用
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
の
は
そ
の
理
由
に
よ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
示
さ
れ

る
「
読
者
の
役
割
」
の
可
能
性
の
う
ち
幾
つ
か
が
欠
け
る
場
合
に
も
（
ま
た
も
と
も

と
網
羅
な
ど
し
得
な
い
の
だ
が
）
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
宙
づ
り
効
果
」
が
構
成
さ

れ
る
こ
と
は
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
場
面
設
定
の
話
題
に
戻
し
、
特
に
《
浦
塩
》
と
い
う
地
名
が
読
者
に
喚
起
す
る
「
本

当
ら
し
さ
」
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
整
理
し
て
お

く
と
、
テ
ク
ス
ト
外
に
も
存
在
す
る
固
有
名
を
用
い
て
場
面
設
定
す
る
こ
と
は
、
読

者
に
小
説
世
界
が
生
身
の
人
間
の
世
界
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
同

時
に
、
信
じ
る
か
否
か
と
い
う
二
者
選
択
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
い
う
枠
組
み
の

中
で
、
小
説
世
界
が
史
的
事
実
と
の
関
係
に
お
い
て
「
虚
構
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

ま
で
問
題
化
さ
せ
得
る
。
そ
し
て
特
に
後
者
の
二
重
性
は
読
者
に
、
真
偽
判
定
そ
の

も
の
の
解
釈
を
め
ぐ
る
「
た
め
ら
い
」
を
創
出
す
る
も
の
と
な
り
得
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
加
え
て
指
摘
し
た
い
の
が
、
《
浦
塩
》
と
い
う
地
名
そ
の
も
の
が
物
語
と
し

て
有
し
得
る
「
現
実
／
虚
構
」
の
二
重
性
で
あ
る
。
．
例
え
ば
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
当
時
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の
ウ
ラ
ジ
オ
ズ
ト
ク
の
「
い
か
が
わ
し
さ
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
資
料
を
挙
げ
よ
う
。

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
九
月
二
日
付
け
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
は
、
「
此
頃
浦
塩
で

は
活
動
の
幕
間
に
茶
番
が
流
行
す
る
、
そ
の
日
も
乞
食
の
服
装
を
し
た
男
が
現
れ
て
、

滑
稽
な
口
調
で
時
局
を
慨
し
、
往
来
を
彷
五
つ
い
て
居
る
犬
に
な
っ
て
も
好
い
か
ら

自
由
が
欲
し
い
と
結
ん
だ
。
観
衆
は
大
喝
采
を
し
た
」
と
い
う
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的

な
記
事
が
見
ら
れ
た
。
置
①
こ
こ
に
は
、
日
常
の
中
に
虚
構
が
混
在
し
て
い
る
よ
う

な
「
い
か
が
わ
し
さ
」
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
作
者
夢
野
久
作
の
工
作
、

品
の
う
ち
、
同
じ
く
「
浦
塩
」
を
舞
台
と
し
た
「
支
那
米
の
袋
」
出
↓
に
注
目
し
よ

う
。
こ
の
作
品
の
あ
ら
す
じ
は
、
踊
り
子
ワ
ー
ニ
ャ
が
ア
メ
リ
カ
の
軍
人
を
自
称
す

る
男
ヤ
ン
グ
に
騙
さ
れ
て
、
上
海
か
ど
こ
か
に
売
ら
れ
る
途
中
に
計
画
変
更
で
海
へ

捨
て
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
ワ
ー
ニ
ャ
は
あ
く
ま
で
ヤ
ン
グ
の

愛
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
シ
ン
ジ
ュ
ウ
」
未
遂
だ
っ
た
と
信
じ
て
お
り
、
舞
踏
場

に
戻
っ
て
知
り
合
っ
た
日
本
の
軍
人
に
向
け
て
彼
女
に
と
っ
て
の
一
部
始
終
を
語
っ

た
後
、
彼
と
無
理
心
中
を
図
ろ
う
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
出
。
。
一
九
一
八

年
一
月
か
ら
一
九
二
二
年
十
月
に
か
け
て
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
が
な
さ
れ
た
が
、

直
接
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
と
い
う
場
所
・
時
間
が
、
歴
史
的
な

一
地
点
で
あ
る
と
同
時
に
日
常
的
な
感
覚
か
ら
切
断
さ
れ
た
物
語
の
背
景
と
さ
れ
て

い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
二
重
性
を
共
有
す
る
「
同
時
代
」
を
、
作
者
も
含
め
た
「
読

者
」
に
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
ロ
マ
ノ
フ
家
の
宝
石
や
ア
ナ
ス
タ
シ
や
皇
女
と
い
っ
た
題
材
に

も
指
摘
で
き
る
。
ロ
マ
ノ
ブ
家
の
宝
石
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
八
年
八
月
二
十
日
に

報
道
さ
れ
た
《
怪
外
人
が
持
ち
廻
っ
た
露
国
の
国
宝
と
称
す
る
鍍
金
物
》
事
件
改
㊤

に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
い
か
が
わ
し
さ
」
が
指
摘
で
き
一
る
し
、
夢
野
久
作
の

言
及
の
中
に
は
、
レ
ー
ニ
ン
は
ロ
マ
ノ
フ
家
の
王
冠
が
欲
し
か
っ
た
が
た
め
に
革
命

を
起
こ
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
な
探
偵
小
説
が
書
．
き
た
い
、
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。

誌
O
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
に
つ
い
て
、
当
時
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
紙
面
に
そ
の
名
は
み

え
な
い
が
、
ニ
コ
ラ
イ
ニ
世
と
皇
族
の
殺
害
説
、
安
全
説
は
紙
面
に
何
度
も
繰
り
返

さ
れ
た
の
が
確
認
で
き
る
。
七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
約
二
十
回
の
報
道
が
数
え
ら

れ
、
八
月
三
十
日
に
は
「
廃
帝
を
殺
し
た
る
後
皇
太
子
を
も
射
殺
す
　
い
た
は
し
き

其
の
最
後
」
と
し
て
皇
太
子
の
銃
殺
場
面
が
大
き
く
伝
え
ら
れ
る
も
翌
月
に
は
「
前

皇
室
悉
皆
無
事
説
」
（
九
月
二
十
七
日
置
が
報
じ
ら
れ
、
十
月
七
日
に
は
「
廃
皇
后
皇

女
失
踪
」
と
も
伝
え
ら
れ
た
。
そ
の
安
否
は
謎
に
つ
つ
ま
れ
た
物
語
と
し
て
新
聞
読

者
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
畳
曽

　
可
能
性
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
小
説
世
界
の
設
定
と
近
接
す
る
｝
九
一
八
年
九

月
に
芥
川
龍
之
介
が
発
表
し
た
「
奉
教
人
の
死
」
誌
N
を
引
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
奉
教
人
の
死
」
は
、
作
中
に
偽
の
典
拠
を
示
す
と
い
う
仕
掛
け
が
、
「
現
実
」
の
好

事
家
を
巻
き
込
ん
で
機
能
し
、
話
題
と
な
っ
た
。
誌
ω
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
『
聖
人

伝
』
と
い
う
典
拠
が
作
者
に
あ
り
、
ま
た
典
拠
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
喚
起

す
る
「
二
」
章
が
あ
る
こ
と
は
、
「
南
蛮
」
に
取
材
す
る
作
品
に
求
め
ら
れ
た
「
智
的

関
心
」
誌
心
つ
ま
り
「
現
実
・
史
実
」
と
の
関
わ
り
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
典
拠

と
し
て
示
し
た
『
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
』
自
体
が
作
者
の
創
作
で
あ
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
『
聖
人
伝
』
に
は
み
ら
れ
な
い
新
た
な
主
題
と
関
わ
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、

近
代
文
学
に
求
め
ら
れ
た
作
家
独
自
の
「
情
的
感
興
」
、
つ
ま
り
「
虚
構
」
性
を
指
向

し
て
い
た
。
両
作
品
の
部
分
的
類
似
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
こ
．
の
二
重
性
を
も
感
知

す
る
読
者
を
期
待
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
そ
こ
ま
で
期
待

で
き
ず
と
も
、
「
死
後
の
恋
」
の
男
装
の
麗
人
が
炎
の
中
で
乳
房
を
露
わ
に
す
る
状
況

で
女
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
設
定
を
「
奉
教
人
の
死
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
見

る
こ
と
で
、
《
死
後
の
恋
》
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
場
面
の
虚
構
性
を
感
じ
る

読
者
も
、
真
偽
判
定
に
際
し
「
た
め
ら
い
」
を
創
出
す
る
可
能
性
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
「
死
後
の
恋
」
の
「
本
当
ら
し
さ
」
を
問
題
化
し
．
得
る
読
者
に
お
い
て
、

「
た
め
ら
い
」
に
つ
な
が
る
よ
う
な
二
重
性
、
い
か
が
わ
し
さ
が
生
じ
る
場
面
の
分

析
で
あ
る
。
文
学
の
テ
ク
ス
ト
は
「
現
実
世
界
」
と
指
示
関
係
に
入
る
こ
と
が
な
く
、

テ
ク
ス
ト
の
内
的
な
一
貫
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
有
効
か
否
か
の
判
定
が
な

さ
れ
る
と
い
う
、
テ
ク
ス
ト
間
に
共
通
の
レ
ベ
ル
を
対
象
と
し
た
考
察
で
は
、
特
に

こ
の
節
で
指
摘
す
る
よ
う
な
効
果
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
個
々

の
効
果
が
同
等
に
発
揮
さ
れ
る
と
は
言
い
難
い
が
、
「
宙
づ
り
」
効
果
が
現
象
と
し
て

生
起
す
る
そ
の
様
相
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
と
し
て
の
個
々
の
効
果
の
組
み
合
わ
せ

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
第
三
節
）
二
人
称
の
語
り
手
」
を
め
ぐ
っ
て

　
「
死
後
の
恋
」
は
「
私
」
の
独
白
と
い
う
形
で
成
る
も
の
で
あ
り
、
読
者
に
は
「
私
」

の
言
葉
を
通
し
て
し
か
情
報
を
得
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
（
の
一

部
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
全
体
）
を
信
じ
な
い
と
い
う
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
人
称
の
語
り
手
が
物
語
の
主
人
公
で
あ
り
、
さ
ら
に
小
説
全
体
が
そ
の
発
話
で
形
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成
さ
れ
る
た
め
に
一
層
、
信
頼
度
が
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
．
が
、

そ
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
小
説
全
て
に
語
り
の
信
頼
で
き
る
レ
ベ
ル
が
見
出
せ
な
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
畳
誤
「
死
後
の
恋
」
に
お
い
て
語
り
の
信
頼
度
が
大
き
な
問

題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
数
点
が
関
わ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
「
私
」
が
語
り
の
途
中
で
二
度
嘘
を
つ
い
て
い
な
い
と
主
張
す
る
（
百
頁
、

百
四
頁
〉
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
少
な
く
と
も
嘘
を
つ
こ
う
と
す

れ
ば
可
能
な
状
況
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況
に
コ
ル
ニ
コ
フ
自
身
意
識
的
で

あ
る
こ
と
が
読
者
に
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
酒
を

飲
ん
で
語
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
（
九
二
頁
）
。
こ
れ
は
、
酔
っ
ぱ
ら
い
の
言
葉
と
い

う
こ
と
で
信
頼
度
が
低
く
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
医
学
的
言
説
と
し
て
、
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
が
精
神
病
に
カ
｝
天
コ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
こ
と
が
参
照
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
一
九
三
四
年
三
月
刊
行
の
『
日
本
内
科
全
書
　
巻
七
　
精
神
病
編
』
誌
¢
。

の
精
神
病
各
論
「
中
毒
に
よ
る
精
神
異
常
」
の
章
に
は
「
酒
精
中
毒
」
の
項
が
あ
り
、

幻
聴
や
幻
覚
に
基
づ
く
系
統
的
な
妄
想
を
有
す
る
症
状
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
最

も
重
い
も
の
と
一
さ
れ
る
「
コ
ル
サ
コ
フ
氏
精
神
病
」
は
、
「
劇
談
症
」
を
伴
う
と
し
て

い
る
。
コ
ル
サ
コ
フ
と
コ
ル
ニ
コ
フ
の
名
前
の
似
通
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
類
の

言
説
の
引
用
を
促
し
得
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
原
っ
ぱ
か
ら
森
の
方
を
見
つ
め
て
い

た
時
に
気
を
失
っ
た
時
間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（
百
二
頁
）
、
そ
の
後
森
へ
近
づ
い
た

理
由
を
《
そ
の
時
の
私
に
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
》
と
し
て
い
る
こ
と
（
百

二
頁
）
は
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
全
知
全
能
で
は
な
く
限
界
性
を
も
ち
、
そ
の
範
囲
で
語

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
読
者
に
念
押
し
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
プ

の
屍
体
に
は
《
全
身
の
ど
こ
に
も
銃
弾
の
あ
と
が
な
く
、
又
虐
殺
さ
れ
た
痕
跡
も
見

当
た
》
ら
な
か
っ
た
と
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
下
腹
部
の
《
皮
と
肉
が
破
れ

開
い
て
、
内
部
か
ら
掌
ほ
ど
の
青
白
い
七
重
が
ダ
ラ
リ
と
垂
れ
下
っ
て
い
る
そ
の
表

面
に
血
ま
み
れ
だ
ダ
イ
ヤ
、
紅
玉
、
青
玉
、
黄
玉
の
数
々
が
キ
ラ
キ
ラ
と
光
り
な
が

ら
粘
り
付
い
て
》
い
た
と
語
ら
れ
る
（
百
六
頁
）
の
に
は
、
矛
盾
と
ま
で
は
言
わ
ず

と
も
、
語
る
中
で
の
操
作
の
跡
、
つ
ま
り
実
際
に
目
に
入
っ
た
も
の
の
順
番
の
効
果

的
な
再
構
成
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
読
者
は
、
語
ら
れ
る
以
上
回
避
で
き
な

い
物
語
化
の
過
程
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
作
品

の
末
尾
に
お
い
て
去
ろ
う
と
し
て
い
る
ら
し
い
聞
き
手
に
コ
ル
ニ
コ
フ
が
《
ま
だ
お

話
す
る
こ
と
が
…
…
》
（
百
七
頁
）
と
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
を
、
語
り
が
未
完

で
あ
り
語
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
語
ら
れ
た
も
の
が
影
響
さ
れ
る
可
能
性

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
読
者
も
い
よ
う
。
読
者
が
コ
ル
ニ
コ
フ
の
話
の
信
源

性
を
疑
う
き
っ
か
け
・
理
由
と
な
り
得
る
箇
所
は
こ
の
よ
う
に
散
見
さ
れ
る
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
に
よ
る
主
観
的
判
断
の
信
頼
度
の
低
さ
も
指
摘
で
き
よ
う
。
彼
は
、

自
分
も
含
め
他
人
や
そ
の
行
為
に
対
し
て
よ
く
診
断
を
与
え
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ

の
判
断
は
読
者
か
ら
安
直
さ
を
批
判
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
貴
族
（
階
級
・

血
統
）
が
あ
た
か
も
先
天
的
に
同
じ
（
優
性
の
）
性
質
・
趣
味
を
共
有
す
る
か
の
よ

う
に
み
な
し
て
い
る
（
九
五
頁
隅
九
六
頁
）
こ
と
や
、
同
性
愛
の
行
為
を
《
獣
性
と

人
間
性
の
気
質
を
錯
覚
し
た
、
一
種
の
痴
呆
患
者
の
す
る
事
》
と
語
っ
て
い
る
（
九

五
頁
）
こ
と
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
の
こ
と
を
《
誇
大
妄
想
暗
み
た
よ
う
な
変
態
的
性
格

の
所
有
者
》
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
こ
と
（
九
九
頁
）
に
注
目
し
よ
う
。

　
貴
族
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
『
狂
人
日
記
』
蒜
↓
で
、

日
記
中
の
「
お
れ
」
、
ア
ク
セ
ン
チ
イ
・
イ
ワ
ー
ノ
フ
が
令
嬢
に
恋
を
し
自
ら
を
ス
ペ

イ
ン
王
と
思
い
込
ん
で
い
く
過
程
で
、
自
ら
の
九
等
官
・
貴
族
と
い
う
身
分
に
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
置
き
、
同
時
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
い
る
描
写
が
強
調
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
引
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
｝
般
的
に
も
血
統
．
は
妄
想
の
主

題
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
菖
。
。
そ
の
意
味
で
自
ら
の
身
分
も
含
め
て
貴

族
（
皇
族
）
の
血
統
を
め
ぐ
る
物
語
の
中
に
生
き
る
コ
ル
ニ
コ
フ
の
身
分
が
自
称
に

過
ぎ
な
い
こ
と
が
、
読
者
に
お
い
て
注
意
を
有
す
る
も
の
と
な
り
得
る
。
同
性
愛
に

つ
い
て
は
、
『
日
本
内
科
全
書
』
誌
ゆ
に
お
い
て
、
「
同
性
相
親
症
」
と
し
て
神
経
症

の
う
ち
性
異
常
症
に
分
類
さ
れ
、
特
に
「
兵
営
・
遠
洋
航
海
中
・
寺
院
・
尼
寺
・
女

優
・
花
柳
界
の
人
等
」
に
お
け
る
そ
れ
は
代
償
的
な
も
の
と
さ
れ
、
病
的
と
す
べ
き

生
来
的
な
も
の
と
の
区
別
が
促
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
一
九
三
四
年
頃
の
医
学
的

な
通
説
と
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
コ
ル
ニ
コ
フ
は
同
性
愛
を
《
痴
呆
》

（
今
で
言
う
精
神
分
裂
病
で
あ
る
早
発
性
痴
呆
を
指
す
か
。
）
の
症
状
と
言
い
放
つ
が
、

軍
隊
に
所
属
す
る
二
人
の
関
係
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
作
品
の
発
表
当
時
に
お
い

て
も
そ
れ
を
医
学
的
に
妥
当
な
見
解
と
み
な
さ
な
い
読
者
が
想
像
さ
れ
る
。
特
に
今
・

日
的
な
視
点
か
ら
、
精
神
分
析
学
的
な
考
察
に
お
い
て
同
性
愛
的
感
情
が
蝉
過
性
の

も
の
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
異
常
と
は
見
ず
、
思
春
期
以
降
の
環
境
や
体
験
を
そ

の
原
因
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
傾
向
も
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
お
O
を
考
慮
す
る
と
、

コ
ル
ニ
コ
フ
の
見
解
が
一
般
的
に
合
理
的
と
は
み
な
さ
れ
難
く
な
っ
て
い
く
も
の
し

て
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
部
分
か
ら
、
コ
ル
ニ
コ
フ
を
自
分

の
与
す
る
同
時
代
の
大
衆
的
な
価
値
観
を
検
証
す
る
視
線
を
持
っ
た
人
物
と
み
る
こ

と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
コ
ル
ニ
コ
フ
の
限
界
性
は
、
特
に
後
々
の
読
者
の
批
判
の
前

に
晒
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
証
言
内
容
に
対
す
る
信
頼
度
を
低
く
し
得
る
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も
の
と
し
て
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
読
者
に
よ
り
根
本
的
な
懐
疑
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
は
、

語
り
手
コ
ル
ニ
コ
フ
の
「
異
常
さ
」
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
コ

ル
ニ
コ
フ
は
自
分
を
《
キ
チ
ガ
イ
》
（
九
二
頁
）
、
《
精
神
病
患
者
》
（
九
三
頁
、
百
五

頁
）
と
診
断
す
る
人
々
の
視
線
に
あ
る
意
味
正
当
性
を
認
め
て
い
る
。
溶
解
が
、
《
モ

ス
コ
ー
の
大
学
》
で
心
理
学
を
専
攻
し
た
と
い
う
経
歴
を
自
称
す
る
（
九
四
頁
）
コ

ル
ニ
コ
フ
に
お
い
て
も
、
「
私
は
狂
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
命
題
は
内
的
に
真
偽
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
お
N
他
人
に
よ
る
診
断
が
妥
当
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
も

無
条
件
に
信
頼
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
と
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
「
死
後
の
恋
」
発

表
当
時
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
紙
面
に
は
、
「
狂
」
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
事
件
が
多

く
み
ら
れ
る
。
実
際
に
紙
面
を
み
て
み
る
と
、
「
登
山
少
年
　
発
狂
」
、
お
9
。
「
妻
子
四

人
を
惨
殺
し
て
自
殺
す
　
精
神
狂
っ
た
若
い
農
夫
」
蕊
偽
「
火
薬
庫
の
衛
兵
　
勤
務
中

発
狂
」
、
お
㎝
「
持
て
あ
ま
す
毒
殺
狂
人
」
、
お
Φ
「
行
倒
れ
金
髪
美
人
　
狂
人
ら
し
い

ド
イ
ツ
女
」
、
お
↓
「
突
然
、
狂
人
に
斬
ら
れ
て
危
篤
」
お
。
。
と
い
っ
た
セ
ン
セ
ー
シ

ョ
ナ
ル
な
見
出
し
が
目
を
引
く
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
当
人
に
精
神
病
歴
が
．
■

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
言
及
が
な
く
、
ま
た
事
件
後
の
精
神
鑑
定
の
有
無
が
伺
え
な

い
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
「
登
山
少
年
　
発
狂
」
と
い
う
記
事
は
、
登
山
中
「
連
日

の
困
苦
で
精
神
に
異
常
を
呈
し
木
曽
節
を
歌
っ
て
踊
り
狂
ひ
遵
ふ
る
に
脚
気
の
た
め

歩
行
不
自
由
と
な
っ
て
居
る
の
で
」
、
登
山
仲
間
が
「
や
む
な
く
狂
っ
た
青
年
一
人
を

残
し
て
下
山
し
」
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
誰
に
よ
っ
て
ま
た
何
を
も
っ
て
診
断
が

下
さ
れ
た
の
か
が
明
白
で
な
い
ま
ま
、
青
年
を
精
神
異
常
と
名
付
け
る
こ
と
に
加
担

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
（
松
山
巖
に
よ
る
と
、
新
聞
紙
面

が
「
狂
」
の
要
素
で
飾
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
の
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て

で
あ
る
と
い
う
。
お
¢
本
稿
に
お
け
る
調
査
は
、
大
正
七
年
七
～
九
月
と
昭
和
三
年

八
～
十
月
を
対
象
と
し
、
昭
和
三
年
の
三
ヶ
月
間
は
十
件
の
事
件
が
「
狂
」
と
関
連

づ
け
ら
れ
た
の
に
対
し
、
大
正
七
年
置
三
ヶ
月
間
は
五
件
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

精
神
異
常
と
い
う
名
付
け
の
行
為
が
問
題
化
さ
れ
る
土
壌
は
、
小
説
の
時
代
設
定
で

あ
る
一
九
一
八
年
頃
よ
り
も
、
発
表
さ
れ
た
一
九
二
八
年
頃
に
見
出
せ
る
と
思
わ
れ

る
。
）

　
ま
た
こ
こ
に
、
夢
野
久
作
の
集
大
成
と
さ
れ
る
『
ド
グ
ラ
・
マ
ダ
ラ
』
蓉
O
を
引

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
読
者
は
精
神
病
と
い
う
名
付
け
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が

共
有
さ
れ
る
空
間
を
見
出
し
得
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
六
年
か
ら
執
筆
さ
れ
十
年
余
を

か
け
て
完
成
し
た
こ
の
作
品
は
、
「
死
後
の
恋
」
と
執
筆
時
が
重
な
る
作
品
で
も
あ
る
。

こ
の
作
中
、
「
キ
チ
ガ
イ
地
獄
外
道
祭
文
」
の
中
で
九
大
精
神
病
学
正
木
博
士
は
、
人

の
心
が
狂
っ
た
、
又
は
狂
っ
て
い
な
い
と
い
う
確
か
な
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
く
、
よ

っ
て
医
者
が
診
断
・
治
療
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
病
名
の
付
け

方
は
、
「
放
火
狂
」
や
「
色
情
狂
」
な
ど
、
素
人
が
見
か
け
ど
お
り
に
名
付
け
る
の
と

何
等
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
正
木
博
士
の
言
葉
に
は
、
時
代
に

対
す
る
厳
し
い
検
証
の
ま
な
ざ
し
が
露
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
「
死
後
の
恋
」
の
コ
ル
ニ
コ
フ
の
言
動
と
、
コ
ル
ニ
コ
フ
を
《
キ
チ
ガ
イ
》
と
名

付
け
る
《
浦
塩
》
の
人
々
に
は
、
特
に
昭
和
三
年
頃
の
紙
面
に
顕
著
な
、
い
わ
ば
批

判
さ
れ
る
べ
き
大
衆
性
が
備
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
読
者
は
そ
れ
を
見
出
す
と

い
う
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
し
て
勿
論
、
読
者
に
は
自
身
の
診
断
と
し
て
コ
ル
ニ
コ
フ
に
病
名
を
与
え
る
と

い
う
選
択
肢
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の
コ
ル
サ
コ
フ
氏
病
し
か
り
、
コ
ル
ニ
コ

フ
の
「
笑
い
」
に
注
目
し
て
、
そ
こ
に
夢
野
久
作
が
「
狂
人
」
を
描
出
す
る
際
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
の
「
笑
い
」
さ
一
を
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
合

に
、
作
者
の
「
猟
奇
歌
」
の
一
節
、
「
悟
れ
ば
乞
食
／
も
一
つ
悟
れ
ば
泥
棒
か
／
も
一

つ
悟
れ
ば
キ
チ
ガ
ヒ
か
ア
ハ
ハ
」
や
、
「
タ
ツ
タ
一
つ
／
罪
悪
を
知
ら
ぬ
眼
が
あ
っ
た

／
残
虐
不
倫
な
狂
女
の
眼
だ
つ
た
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
狂
人
1
1
進
化
し
た
人

間
」
「
狂
1
1
聖
」
の
構
図
芯
N
を
援
用
し
、
コ
ル
ニ
コ
フ
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

位
置
付
け
る
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
常
の
枠
組
み
で
は
捉
え
難
い
出
来

事
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
直
視
し
て
い
る
と
い
う
側
面
か
ら
そ
の
生
き
様
を
高
く
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
彼
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
（
読
者
を
含
む
）
受
け

手
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
（
自
身
を
）
見
出
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
構
図

が
成
立
す
る
。
ま
た
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
勢
を
体
現
し
て
い
る
は
ず
の
コ
ル
ニ
コ

フ
が
、
や
は
り
他
人
と
の
共
有
・
共
存
を
欲
し
苦
悩
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
、

人
間
の
個
と
し
て
の
進
化
・
完
成
に
伴
う
で
あ
ろ
う
代
償
が
予
測
さ
れ
て
い
る
と
解

釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
解
釈
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
コ
ル

ニ
コ
フ
に
狂
気
を
み
よ
う
と
す
る
方
向
性
は
、
彼
の
言
葉
を
究
極
的
に
は
他
者
の
も

の
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
作
中
に
お
け
る
出
来
事
は
ほ
と
ん
ど
、

読
者
自
身
が
受
け
取
っ
た
そ
の
よ
う
に
は
な
か
っ
た
と
疑
わ
な
い
わ
け
に
い
か
ず
、

特
に
そ
の
細
部
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
毛
と
み
な
さ
れ
、
例
え
ば
「
コ
ル
ニ
コ
フ
は

自
分
が
高
貴
な
人
物
と
関
わ
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
他
人
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
欲
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
心
理
学
的
な
知
識
を
下
敷
き
と
し
た
抽
象
度
の
高

い
読
解
と
な
る
の
が
避
け
が
た
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
よ
い
。
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以
上
よ
り
読
者
が
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
語
り
の
信
頼
度
に
つ
い
て
、
情
報
と
し
て
ど

れ
程
信
頼
で
き
な
い
も
の
な
の
か
を
決
定
す
る
根
拠
を
、
作
品
か
ら
保
証
さ
れ
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
返
し
て
い
え
ば
、
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど

の
程
度
信
じ
信
じ
な
い
か
を
作
品
外
に
依
拠
す
る
前
提
と
し
て
仮
定
す
る
以
外
に
な

い
。
コ
ル
ニ
コ
フ
は
大
嘘
つ
き
で
も
、
理
解
不
可
能
な
精
神
異
常
者
で
も
、
精
神
異

常
者
と
い
う
聖
人
で
も
、
精
神
異
常
と
名
付
け
ら
れ
た
た
だ
の
人
で
も
あ
り
得
る
が
、

一
つ
の
解
釈
に
お
い
て
そ
の
全
て
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
を
排
除

し
あ
い
、
ま
た
ど
れ
が
優
勢
を
占
め
る
か
で
小
説
の
言
葉
の
位
置
づ
け
が
全
く
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
異
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
が
、
ど
の
決
定
も

保
証
し
な
い
ま
ま
読
者
に
決
定
を
促
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
『
た
め
ら
う
」
読
者
を
構

造
的
に
内
包
す
る
作
品
の
中
で
も
特
異
な
有
り
様
が
指
摘
で
き
る
。

（
第
四
節
）
ま
と
め
t
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
宙
づ
り
」
効
果
！

　
第
一
節
か
ら
第
三
節
に
か
け
て
、
「
死
後
の
恋
」
の
読
者
に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
生
じ

る
「
た
め
ら
い
」
の
可
能
性
が
取
り
出
さ
れ
た
が
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
要
素
と
し

て
形
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
宙
づ
り
」
効
果
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ト
ド
ロ
フ
の
「
幻
想
」
は
基
本
的
に
、
門
自
然
な
説
明
」
と
「
超

自
然
と
し
て
の
受
容
」
と
の
問
で
不
確
定
の
時
間
を
占
め
る
「
た
め
ら
い
」
と
い
う

読
者
の
知
覚
の
こ
と
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
が
選
ば
れ
る
こ
と
で
消
え
て
ゆ
く
短
命
な

も
の
だ
っ
た
。
確
か
に
問
題
が
一
つ
の
二
者
選
択
に
集
約
さ
れ
れ
ば
、
読
者
が
双
方

の
可
能
性
を
吟
味
し
て
、
自
身
の
納
得
の
た
め
に
よ
り
役
立
つ
方
を
選
択
す
る
こ
と

に
問
題
は
な
い
。
最
終
的
に
読
者
が
選
び
取
る
の
が
「
わ
か
ら
な
い
」
、
つ
ま
り
ど
ち

ら
も
有
り
得
て
決
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
関
わ

る
納
得
が
そ
の
二
者
選
択
に
対
す
る
態
度
決
定
と
別
の
場
所
に
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、

読
者
が
そ
れ
以
上
「
た
め
ら
い
」
に
執
着
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
読

者
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
態
度
決
定
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
「
死
後
の
恋
」
に
お
い
て
、
読
者
が
絶
え
ず
二
者
選
択
を

め
ぐ
っ
て
《
死
後
の
恋
》
そ
し
て
「
死
後
の
恋
」
と
関
わ
る
と
い
う
枠
組
み
が
存
在

す
る
こ
と
は
、
生
じ
た
「
た
め
ら
い
」
の
維
持
を
支
え
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
大
ま
か
に
捉
え
れ
ば
読
者
の
態
度
決
定
に
は
、
作

品
を
構
成
す
る
言
葉
の
質
と
い
う
レ
ベ
ル
と
、
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
る
作
中
物
語
に

よ
っ
て
具
体
的
に
要
請
さ
れ
る
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
真
偽

の
判
定
と
い
う
二
者
選
択
自
体
を
問
題
化
し
、
解
釈
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
が
前
提
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
言
い
か
え
れ
ば
、
ま
ず
、
あ
る
時
代
・
社
会
に
お
い
て
は
精
神
病
と
名
付
け
ら
れ

得
る
も
の
だ
っ
た
人
間
の
あ
る
状
態
を
、
他
人
が
共
通
の
足
場
に
立
っ
て
（
彼
の
言

葉
に
よ
る
情
報
を
共
有
し
て
）
理
解
し
、
ま
た
価
値
付
け
得
る
も
の
と
み
な
す
か
否

か
と
い
う
二
者
選
択
に
お
い
て
た
め
ら
い
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。
既
成
の
医
学
が

体
現
す
る
一
見
合
理
的
な
説
明
で
あ
る
病
名
に
則
っ
て
処
理
す
る
の
か
、
反
対
に
全

く
「
正
常
」
な
、
全
て
が
理
解
可
能
な
状
態
と
し
て
受
け
入
れ
解
釈
す
る
の
か
、
あ

る
い
は
個
人
同
士
の
差
異
の
範
囲
内
の
問
題
と
し
て
存
在
す
る
理
解
・
誤
解
を
読
み

解
い
て
い
く
の
か
等
、
小
説
全
体
を
構
成
す
る
言
葉
の
質
と
い
う
根
本
的
な
レ
ベ
ル

で
生
じ
る
「
た
め
ら
い
」
は
、
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
た
《
死
後
の
恋
》
の
物
語
が
具

体
的
に
要
請
す
る
、
信
じ
る
・
信
じ
な
い
の
二
者
択
一
が
生
じ
さ
せ
る
「
た
め
ら
い
」

と
相
互
に
影
響
し
あ
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
解
消
さ
れ
な
い
状
況
を
持
続
さ
せ
る
。

　
こ
れ
を
読
書
過
程
に
帰
し
て
い
え
ば
、
個
々
の
読
者
は
自
ら
の
知
識
・
規
範
の
網

に
か
か
る
要
素
を
発
見
す
る
た
び
に
、
ま
た
発
見
し
た
そ
れ
ら
の
関
係
を
形
成
し
よ

う
と
す
る
た
び
に
、
態
度
決
定
を
め
ぐ
る
「
た
め
ら
い
」
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
仮
定
と
し
て
の
態
度
決
定
で
乗
り
越
え
て
い
く
読
書
過
程
に
お
い

て
は
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
選
択
肢
が
期
待
さ
せ
る
解
釈
の
珂
能
性
の
存
在
（
そ
れ

ら
は
お
互
い
を
排
除
し
あ
う
よ
う
に
存
在
す
る
）
と
、
自
ら
の
選
択
の
積
み
重
ね
の

結
果
と
し
て
あ
る
解
釈
の
、
作
品
に
保
証
さ
れ
な
い
不
安
定
さ
が
認
識
さ
れ
る
一
方

で
、
準
拠
し
て
い
る
枠
組
み
で
あ
る
「
真
偽
の
判
定
」
そ
の
も
の
の
解
釈
ま
で
が
問

い
の
対
象
と
さ
れ
始
め
る
。
そ
し
て
、
読
者
と
の
完
全
な
同
一
化
を
拒
む
か
の
よ
う

な
作
中
の
受
け
手
は
、
自
ら
た
め
ら
い
を
断
ち
切
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
理
由

の
不
明
確
さ
を
も
っ
て
、
読
者
に
同
様
の
行
為
一
説
斜
な
し
の
判
定
へ
の
飛
躍
！

1
に
で
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
つ
ま
り
、
最
終
的
な
態
度
決
定
以
前
に
、
常
に
、
多

く
の
、
レ
ベ
ル
の
違
う
、
仮
定
と
し
て
の
態
度
決
定
（
こ
の
態
度
決
定
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
互
い
に
影
響
し
あ
い
一
連
の
共
鳴
関
係
を
形
成
す
る
、
要
素
と
し
て
の

　
「
た
め
ら
い
」
が
創
出
さ
れ
る
。
）
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
決
定
不
可

能
で
あ
る
こ
と
に
安
住
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
、
「
た
め
ら
い
」
の
持
続
す

る
シ
ス
テ
ム
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
、
「
幻
想
」
と
差

異
化
す
る
意
味
で
「
宙
づ
り
」
効
果
と
名
付
け
た
い
と
考
え
る
。

　
以
上
三
節
に
わ
た
っ
て
、
「
死
後
の
恋
」
に
お
け
る
「
宙
づ
り
」
効
果
の
構
造
を
め

ぐ
っ
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
具
体
的
な
条
件
下
に
あ
る
一
読
者
と
し
て
、
こ
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の
「
宙
づ
り
」
効
果
が
現
象
と
し
て
生
起
す
る
場
面
の
一
例
を
示
し
た
い
。
真
偽
の

決
定
か
ら
出
発
し
、
そ
の
前
提
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
が
、
ど

の
よ
う
に
不
可
能
で
あ
る
か
を
現
す
の
が
目
標
と
な
る
。

【
第
二
章
】
「
死
後
の
恋
」
の
解
釈
の
試
み

　
私
た
ち
は
、
「
死
後
の
恋
」
の
時
代
設
定
と
夢
野
久
作
の
執
筆
時
期
と
い
う
「
同
時

代
」
に
関
す
る
知
識
の
一
部
、
例
え
ば
一
九
一
八
年
七
月
前
後
の
新
聞
報
道
が
ニ
コ

ラ
イ
二
世
と
そ
の
一
家
の
殺
害
説
と
殺
害
否
定
説
を
盛
ん
に
繰
り
返
す
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
情
報
と
し
て
解
釈
に
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
今
日
的
な
知
識
、

例
え
ば
一
九
九
八
年
に
ニ
コ
ラ
イ
露
都
の
遺
骨
の
D
N
A
鑑
定
の
結
果
が
「
本
物
」

と
出
て
、
皇
帝
一
家
の
エ
カ
チ
ェ
リ
ン
ブ
ル
ク
で
の
銃
殺
と
い
う
通
説
が
さ
ら
に
強

め
ら
れ
た
こ
と
を
解
釈
の
下
敷
き
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
解
釈

に
お
い
て
も
解
釈
す
る
側
に
属
す
る
情
報
に
依
拠
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り
、
自
ら
の
解
釈
を
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
れ
ば
、
自
ら
の
依
拠
す
る
も
の
と

そ
の
依
拠
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
可
能
な
限
り
意
識
的
に
な
る
以
外
に
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
行
う
「
死
後
の
恋
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
作
品
の
解
釈
行
為
が

不
可
避
的
に
破
綻
に
至
る
さ
ま
を
実
演
す
る
も
の
と
な
る
。
作
品
の
統
一
的
テ
ー
マ

を
構
成
す
る
は
ず
の
真
偽
の
判
定
に
応
え
つ
つ
作
品
内
の
諸
要
素
を
一
貫
性
の
あ
る

説
明
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の

で
あ
る
。

　
解
釈
に
あ
た
っ
て
ま
ず
は
、
読
解
に
耐
え
る
可
能
性
の
高
い
前
提
を
探
る
こ
と
か

ら
始
め
よ
う
。
コ
ル
ニ
コ
フ
の
《
死
後
の
恋
》
を
「
偽
」
と
す
る
と
、
聞
き
手
の
最

終
的
な
態
度
決
定
と
同
一
化
す
る
必
要
と
い
う
困
難
が
生
じ
る
。
ま
た
コ
ル
ニ
コ
フ

の
語
り
全
体
を
共
有
で
き
な
い
言
葉
の
集
積
と
み
な
す
（
例
え
ば
精
神
分
裂
病
と
い

う
他
者
の
理
解
不
能
な
言
葉
が
、
独
り
言
と
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
等
）
に
至
る

方
向
性
は
、
語
ら
れ
た
細
部
の
解
釈
か
ら
遠
の
い
て
ゆ
く
（
例
え
ば
コ
ル
ニ
コ
フ
の

こ
と
を
《
キ
チ
ガ
イ
》
と
名
付
け
た
多
く
の
人
々
が
、
理
解
不
能
な
も
の
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
こ
と
で
納
得
・
安
心
し
た
よ
う
に
。
）
も
の
で
あ
り
、
究
極
的

に
は
真
偽
の
判
定
と
い
う
作
品
か
ら
の
呼
び
か
け
ま
で
も
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。
よ
っ
て
、
小
説
の
読
者
の
前
に
、
あ
る
一
貫
性
を
持
っ
た
解
釈
の
構
成
を
欲

望
さ
せ
る
存
在
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
般
的
と
い
っ
て
い
い
作
品
像

に
依
拠
し
、
ま
ず
は
消
去
法
的
に
「
偽
」
で
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
ら
出

発
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
語
り
は
物
語
化
に
伴
う
情
報
の

取
捨
選
択
・
再
構
成
・
誇
張
、
ま
た
主
観
の
視
野
を
出
ら
れ
な
い
こ
と
の
限
界
と
い

っ
た
側
面
に
お
い
て
、
文
字
通
り
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
は

誰
の
語
り
に
お
い
て
も
生
じ
る
こ
と
と
程
度
の
差
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
ル
ニ

コ
フ
は
読
者
に
と
っ
て
の
他
者
と
し
て
で
は
な
く
、
理
解
可
能
な
範
囲
で
の
差
異
を

有
す
る
「
わ
た
し
た
ち
」
の
一
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
の
言
葉
に
可
能
な
限
り
寄
り
添
う
こ
と
、
つ
ま
り
《
死
後
の
恋
》
は

基
本
的
に
説
明
可
能
な
合
理
的
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
、
作
品
全
体
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ヴ
ィ
ヴ
の
終
着
点
で
あ
る
コ
ル
ニ
コ

フ
の
最
後
の
台
詞
の
解
釈
の
可
能
性
を
先
に
探
っ
て
お
こ
う
。
作
品
全
体
に
渡
る
一

貫
性
を
持
っ
た
説
明
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
結
末
部
分
は
特
に
欠
か
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
一
般
的
な
傾
向
に
依
拠
す
る
と
同
時
に
、
聞
き
手
の
態
度
決
定

後
に
読
者
に
与
え
ら
れ
る
情
報
と
し
て
の
重
要
性
に
注
目
す
る
意
味
で
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
の
《
あ
あ
ッ
…
…
／
…
…
ア
ナ
ス
タ
シ
や
内
親
王
殿
下
…
…
…
》
と

い
う
台
詞
は
、
特
に
思
わ
ず
漏
ら
し
た
声
を
表
す
前
半
部
分
か
ら
、
驚
き
あ
る
い
は

落
胆
と
い
う
二
つ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
導
き
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
者
な
ら
ば
、
幽
霊
ま
た
は
幻
覚
と
い
っ
た
映
像
と
し
て
「
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
」
を
目

の
前
に
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
が
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
精

神
状
態
の
異
常
さ
・
不
合
理
な
状
態
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
《
死
後
の
恋
》
に
対

す
る
合
理
的
説
明
を
見
出
そ
う
と
す
る
解
釈
と
は
翻
齢
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

　
驚
き
の
表
出
と
見
、
か
つ
そ
れ
が
合
理
的
な
状
態
で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
、
そ
こ

に
（
作
品
中
の
一
貫
性
に
お
い
て
真
な
る
）
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
が
い
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
を
成
立
さ
せ
得
る
伏
線
も
や
は
り
、
作
中
に
散
見
す
る
。
貴

族
の
女
性
で
あ
り
な
が
ら
男
性
の
兵
卒
に
身
を
や
つ
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
リ

ヤ
ト
ニ
コ
フ
と
、
皇
女
で
あ
り
な
が
ら
男
性
の
軍
人
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
受
け
手
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
の
状
況
が
対
の
関
係
と
な
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
お

互
い
が
お
互
い
を
あ
り
得
る
も
の
と
し
て
補
強
し
あ
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
受
け

手
の
《
露
西
亜
語
が
外
国
人
と
は
思
わ
れ
ぬ
位
お
上
手
》
で
、
露
西
亜
人
の
《
気
風

に
対
し
て
特
別
に
深
い
、
行
き
届
い
た
理
解
力
を
持
っ
て
お
い
で
》
で
あ
り
、
そ
の

た
め
《
露
西
亜
人
に
対
し
て
特
別
に
御
親
切
な
こ
と
が
わ
か
》
つ
た
（
九
．
三
頁
）
と

い
う
コ
ル
ニ
コ
フ
の
観
察
が
、
露
西
亜
の
元
皇
女
と
し
て
の
ア
ナ
ス
タ
シ
や
像
に
（
お

そ
ら
く
は
読
了
後
）
重
な
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
該
当
個
所
は
、
単
な
る
お
世
辞
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以
上
の
働
き
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
自
分
こ
そ
が
当
の
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
だ
か
ら

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
受
け
手
の
結
末
部
に
お
け
る
唐
突
な
拒
絶
に
も
合
点
が
い

く
だ
ろ
う
。
（
と
す
る
と
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
は
と
り
あ
え
ず
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
で
は
な
か

っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
は
コ
ル
ニ
コ
フ
の
思
い
込
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
作

品
の
オ
チ
と
し
て
偽
の
判
定
が
下
さ
れ
る
と
い
う
、
テ
ー
マ
に
関
わ
る
読
者
の
納
得

が
得
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
最
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
結
末
を
提
出
で
き
る

の
が
こ
の
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
疑
問
は
残
る
。
こ
の
コ
ル
ニ
コ
フ

自
身
に
よ
る
真
偽
判
定
が
読
者
に
と
っ
て
も
決
定
的
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
、

ア
ナ
ス
ア
シ
ヤ
を
外
見
か
ら
は
識
別
で
き
な
い
コ
ル
ニ
コ
フ
が
、
何
を
き
っ
か
け
に
、

聞
き
手
の
去
っ
て
い
こ
う
と
す
る
お
そ
ら
く
は
後
ろ
姿
を
見
る
に
至
っ
て
当
人
だ
と

気
づ
い
た
の
か
、
読
者
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
を
ア

ナ
ス
タ
シ
ヤ
だ
と
勘
違
い
し
た
よ
う
に
、
聞
き
手
を
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
だ
と
勘
違
い
し

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
さ
え
生
じ
得
る
し
、
「
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
は
ア
ナ
ス
タ

シ
ヤ
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
の
h
偽
」
が
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
単
な
る
思
い
込

み
と
も
い
え
る
些
細
な
部
分
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
《
死
後
の
恋
》
と
い
う
物
語
自

体
に
対
す
る
評
価
と
な
り
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
も
接
続
し
得

る
。　

一
方
、
こ
れ
を
落
胆
の
表
出
と
見
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
主
観
的
な
側
面
が
あ
る

に
せ
よ
他
人
に
も
理
解
不
能
で
な
い
は
ず
の
出
来
事
・
物
語
を
聞
き
手
か
ら
拒
絶
さ

れ
、
コ
ル
ニ
コ
フ
は
救
い
・
承
認
を
求
め
て
死
者
で
あ
る
恋
し
い
人
に
呼
び
か
け
る
。

こ
の
場
合
、
小
説
の
終
着
点
は
全
体
を
統
括
す
る
焦
点
と
い
う
よ
り
、
冒
頭
へ
と
回

帰
す
る
通
路
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
受
け
手
の
「
偽
」
と
い
う

判
断
は
コ
ル
ニ
コ
フ
の
納
得
を
得
ら
れ
ず
、
コ
ル
ニ
コ
フ
は
死
者
へ
の
語
り
か
け
を

選
ぶ
。
が
、
こ
れ
ま
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
そ
こ
に
甘
ん
じ
続
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、
他
の
生
き
て
い
る
人
物
を
見
つ
け
て
同
様
の
行
動
を
と
る
だ
ろ
う
こ
と
が
読

者
に
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
結
末
部
の
解
釈
が
、
第
一
章
で
み
て
き
た
「
宙

づ
り
」
効
果
の
大
き
な
一
端
と
な
り
得
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
）

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
最
後
に
示
し
た
落
胆
の
表
出
と
し
て
の
結
末
部
が
、
《
死
後
の

恋
》
を
基
本
的
に
説
明
可
能
な
合
理
的
出
来
事
で
あ
る
と
す
る
前
提
を
満
た
す
も
の

と
し
て
、
消
去
法
的
に
最
も
相
応
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
小
説
の
結
末
部
の
解
釈

の
可
能
性
に
つ
い
て
確
認
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
《
死
後
の
恋
》
に
合
理
的
出
来
事
と
し

て
の
説
明
を
施
す
試
み
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
コ
ル
ニ
コ
フ
の
言
葉
に
可
能
な
限
り

寄
り
添
お
う
と
す
る
前
提
を
も
つ
こ
の
読
者
は
、
宝
石
の
存
在
と
い
う
物
証
を
信
じ

る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
彼
の
出
身
を
信
じ
、
宝
石
の
鑑
定
眼
を
信
じ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
コ
ル
ニ
コ
フ
が
伝
え
る
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
の
言
葉
を
信
じ
る
と
こ
ろ
が

ら
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
が
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
。
た
だ
し
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
が

ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
か
ど
う
か
を
前
提
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
は
留
保
し
て
い
る
。
コ
ル

ニ
コ
フ
自
身
に
よ
る
特
に
根
拠
が
希
薄
な
判
断
と
し
て
、
思
い
込
み
や
勘
違
い
を
疑

う
余
地
が
あ
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
は
ロ
マ
ノ
ブ
家
の
子
孫
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
本
人
が
示
唆
す
る

よ
う
に
貴
族
の
出
で
あ
り
、
家
の
再
興
の
資
本
と
す
る
た
め
に
本
物
の
宝
石
を
渡
さ

れ
て
い
た
，
両
親
や
同
胞
た
ち
が
銃
殺
さ
れ
た
と
い
う
情
報
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、

《
一
日
も
早
く
両
親
の
処
へ
帰
り
た
い
》
（
九
七
頁
）
と
い
う
唯
一
の
望
み
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
り
ヤ
ト
ニ
コ
フ
は
、
趣
味
・
価
値
観
に
共
通
点
の
あ
る
コ
ル
ニ
コ
フ
に
、

自
分
が
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
伏
せ
て
相
談
を
持
ち
か
け
る
。
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
が

最
も
心
配
し
た
の
は
《
身
分
が
掛
れ
》
（
九
七
頁
〉
て
処
刑
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
宝

石
を
持
ち
歩
く
こ
と
は
そ
の
危
険
を
大
き
く
す
る
。
《
僕
は
も
う
…
…
何
の
望
み
も

な
く
な
っ
て
…
…
》
（
九
七
頁
）
と
嘆
く
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
は
、
家
の
再
興
を
考
え
る
ど

こ
ろ
で
は
な
い
状
態
で
あ
る
が
、
《
両
親
の
形
見
》
と
し
て
は
《
生
命
に
も
換
え
ら
れ

な
い
大
切
な
も
の
》
（
九
六
頁
〉
で
あ
る
宝
石
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ

レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
女
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
続
け
よ
う
と
し

た
の
も
、
身
の
安
全
を
図
る
た
め
だ
っ
た
。
結
果
的
に
そ
の
心
配
が
現
実
の
も
の
と

な
り
、
彼
女
は
女
と
し
て
陵
辱
さ
れ
、
宝
石
は
そ
の
身
分
を
ば
ら
し
た
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
、
下
腹
部
に
撃
ち
込
ま
れ
る
と
い
う
殺
害
の
決
定
的
な
表
象
と
な
っ
た
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
は
宝
石
に
対
す
る
欲
望
を
感
じ
る
以
前
に
森
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
た

自
分
の
意
図
や
気
持
ち
が
説
明
で
き
な
い
理
由
を
《
眼
に
見
え
ぬ
あ
る
力
で
支
配
さ

れ
て
い
た
》
か
ら
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
い
ざ
森
の
中
に
入
っ
て
み
て
《
全
く
の

空
虚
》
、
《
た
っ
た
一
人
》
〈
百
三
頁
）
で
あ
る
と
感
じ
る
や
否
や
平
生
の
自
分
を
取
り

戻
し
た
と
い
う
。
こ
の
一
見
不
可
解
な
彼
の
行
動
は
、
《
天
国
》
（
百
三
頁
）
と
い
う

言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
一
種
の
共
同
体
を
欲
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

彼
が
望
む
の
は
、
一
人
で
安
全
に
ニ
コ
リ
ス
ク
へ
逃
れ
る
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
自

ら
が
属
し
て
い
る
軍
隊
・
分
隊
と
い
う
共
同
体
と
の
運
命
の
共
有
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
の
状
況
は
、
《
家
族
や
財
産
を
一
時
に
奪
わ
れ
て
極
端
な
窮
迫
に
陥
》

り
（
九
四
頁
）
、
本
名
を
ふ
せ
、
お
互
い
の
詳
し
い
身
分
を
明
か
し
あ
う
こ
と
な
く
リ

ヤ
ト
一
一
コ
フ
と
《
純
な
王
朝
文
化
》
を
語
り
合
う
こ
と
く
九
五
頁
）
ぐ
ら
い
し
か
貴
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族
の
証
ら
し
き
も
の
が
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
貴
族
で
あ
る
と
い
う
共

同
体
意
識
が
革
命
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
コ
ル
ニ
コ
フ
は
自
ら
の
帰
属
場
所
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
《
一
番

嫌
い
な
兵
隊
に
な
っ
た
》
（
九
四
頁
）
。
結
局
は
分
隊
も
全
滅
し
、
彼
は
次
な
る
共
同

体
を
求
め
る
。
そ
れ
が
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
と
の
《
魂
》
（
百
六
頁
）
の
結
び
つ
き
で
あ

り
、
こ
の
コ
ル
ニ
コ
フ
の
《
信
念
》
を
《
真
実
》
と
し
て
共
有
す
る
（
百
七
頁
）
、
い

う
な
れ
ば
《
神
秘
》
の
共
同
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
彼
の
死

は
彼
に
と
っ
て
最
も
絶
え
難
い
永
劫
の
孤
独
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
反
対
に

達
成
さ
れ
れ
ば
、
彼
の
死
こ
そ
が
共
有
す
べ
き
彼
の
言
葉
を
完
結
．
完
成
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
死
後
《
魂
》
の
レ
ベ
ル
で
の
共
同
体
が
存
在
す
る
証
と
も
な
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
《
信
念
》
が
《
裏
書
き
さ
れ
》
た
後
の
自
殺
を
望
ん
で
い
る
（
九
四
、

百
七
頁
）
こ
と
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

　
コ
ル
ニ
コ
フ
が
訴
え
る
恐
怖
・
苦
痛
に
つ
い
て
も
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
《
死
後
の

恋
》
と
い
う
現
象
は
、
《
彼
女
の
私
に
対
す
る
愛
情
》
（
百
六
頁
）
．
《
彼
女
の
恋
》
（
百

七
頁
）
↓
二
人
の
《
魂
》
の
結
び
つ
き
（
百
七
頁
）
↓
《
私
の
恋
》
（
百
七
頁
）
と
い

う
図
式
で
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
コ
ル
ニ
コ
フ
の
中
で
は
、
彼
女
の
意
思
を
受
け

入
れ
て
二
人
で
．
形
成
し
た
関
係
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
彼
女
の
「
ほ
ん

と
う
の
」
意
思
の
不
確
実
さ
な
ど
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ

の
《
死
後
の
恋
》
が
ど
う
し
て
「
私
」
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
苦
し
め
る
の
か
。
コ
ル

ニ
コ
フ
は
（
現
実
生
活
に
お
け
る
物
理
的
な
）
絶
え
難
い
孤
独
を
解
消
す
べ
く
《
死

後
の
恋
》
の
共
有
を
求
め
る
。
そ
の
行
為
は
、
与
え
よ
う
と
す
る
宝
石
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
世
に
《
死
後
の
恋
》
の
種
を
蒔
く
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
が
自
ら
の

死
後
に
も
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
《
死
後
の
恋
》
は
、
や
は
り
彼
女
の
沈
黙
に
よ
っ

て
成
立
す
る
世
界
で
あ
ろ
う
。
コ
ル
ニ
コ
フ
が
そ
こ
に
帰
属
・
安
住
す
る
た
め
に
は
、

第
三
者
の
鏡
に
映
し
見
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
語
る
行
為
が
も

た
ら
す
の
は
孤
独
の
体
現
・
再
確
認
で
あ
り
、
鏡
と
な
り
う
る
（
言
葉
を
も
っ
た
）

構
成
員
を
有
す
る
共
同
体
が
形
成
さ
れ
な
い
以
上
、
彼
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
世
界
へ
の

帰
属
を
意
味
す
る
死
を
迎
え
る
他
な
い
。
そ
れ
が
永
劫
の
孤
独
で
あ
り
、
コ
ル
ニ
コ

フ
の
最
も
恐
れ
、
苦
痛
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
み
る
。

　
こ
う
し
て
、
結
末
部
で
の
コ
ル
ニ
コ
フ
の
落
胆
を
表
す
呼
び
か
け
は
、
沈
黙
と
し

て
し
か
な
い
「
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
」
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
意
味
で
不
毛
で
あ
る
と
言
え
、
孤
独
の
解
消
を
図
ろ
う
と
す
る
他
人
へ
の
語

り
か
け
、
つ
ま
り
冒
頭
の
状
況
へ
と
回
帰
す
る
通
路
と
な
る
。
こ
れ
は
、
コ
ル
ニ
コ

フ
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
真
偽
の
判
定
が
、
聞
き
手
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
読
者
が
こ
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
「
真
」
な
る
判
断
を
与
え
る
役
割

を
持
ち
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
読
者
は
、
《
死
後
の
恋
》
と
い
う
作
中
出
来
事
に
合

理
的
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ル
ニ
コ
フ
自
身
に
よ
る
判
断
．
解

釈
を
「
正
し
た
ら
」
、
あ
り
得
る
物
語
で
あ
る
と
み
な
し
得
た
。
し
か
し
、
こ
の
読
者

が
自
ら
合
理
的
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
前
提
自
体
を
簡
単
に
、
ほ
と
ん
ど
破
壊

し
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
前
章
で
触
れ
た
語
り
の
信
頼
性
を
低
め
る
諸
条

件
の
う
ち
に
こ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
i
コ
ル
ニ
コ
フ
は
ま
だ
語
り
続
け
よ
う

と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
合
理
的
な
説
明
と
い
っ
て
も
不
完
全
な
も
の
を
対
象
と
し

て
与
え
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
未
完
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
完
結
的
な
説
明
は
そ
も
そ

も
成
立
し
難
い
の
で
は
な
い
か
一
。

　
ま
た
、
留
保
し
て
い
た
事
柄
、
リ
ヤ
ト
ニ
コ
フ
が
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
判
定
に
は
読
者
自
身
に
属
す
る
情
報
を
大
量

に
投
入
す
る
他
な
く
、
ま
た
そ
の
手
段
が
作
中
の
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
の
身
元
証
明
と
な

ら
な
い
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
物

語
は
「
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
」
の
沈
黙
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
読
者
が
幾
つ
か
の
点
を
コ
ル
ニ
コ
フ
の
主
観
的
判
断
と
み
て
解
釈
す
る
こ
と
で
説

明
・
納
得
で
き
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
で
も
判
断
を
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
が

残
る
こ
と
は
、
真
か
偽
か
と
い
う
二
者
選
択
を
要
求
す
る
問
い
自
体
の
性
質
を
問
い

か
け
る
。
つ
ま
り
、
真
偽
の
判
定
が
《
死
後
の
恋
》
の
何
を
対
象
と
す
る
の
か
、
言

い
換
え
れ
ば
作
中
出
来
事
と
し
て
の
物
理
性
や
、
そ
れ
を
一
つ
の
物
語
と
し
て
い
る

解
釈
や
、
解
釈
を
与
え
て
い
る
人
物
の
あ
り
方
と
い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
の
何
処
に

向
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
、
避
け
て
通
れ
ぬ
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
の
だ
。

コ
ル
ニ
コ
フ
と
い
う
存
在
と
彼
を
め
ぐ
る
出
来
事
の
物
理
性
は
「
真
」
で
あ
っ
て
も
、

彼
の
生
を
支
え
て
い
る
物
語
の
解
釈
は
「
偽
」
が
疑
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
彼
自
身
の

解
釈
が
「
偽
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
物
語
が
「
真
」
に
な
り
得
る
と

言
い
換
え
て
も
よ
い
。
前
述
の
解
釈
か
ら
い
え
ば
、
コ
ル
ニ
コ
フ
に
と
っ
て
の
「
真
」

は
、
そ
れ
を
共
有
す
る
共
同
体
の
存
在
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

が
、
こ
の
共
同
体
に
参
入
し
よ
う
と
す
る
読
者
は
、
コ
ル
ニ
コ
フ
の
語
り
の
表
層
的

な
レ
ベ
ル
を
「
偽
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
真
」
な
る
説
明
を
得
よ
う
と
す
る
。

そ
の
意
味
で
言
葉
を
持
っ
た
構
成
員
た
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
た
だ
自
分
の
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話
を
聞
い
て
信
じ
れ
ば
い
い
だ
け
だ
．
と
い
う
コ
ル
ニ
コ
フ
か
ら
、
読
者
は
説
明
を
要

求
さ
れ
て
は
い
な
い
。
コ
ル
ニ
コ
フ
が
求
め
る
の
は
、
説
明
は
な
く
と
も
受
け
入
れ

る
こ
と
で
始
め
て
成
立
す
る
「
真
」
な
の
で
あ
る
。

　
二
者
選
択
を
要
求
す
る
問
い
自
体
の
性
質
を
問
い
始
め
れ
ば
、
無
意
識
に
前
提
と

し
て
い
た
読
者
自
身
の
規
範
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
真
か
偽
と
い
う
単
純
な

態
度
決
定
に
は
、
物
語
の
ど
の
レ
ベ
ル
を
真
偽
判
定
の
対
象
と
す
る
か
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
肉
体
性
・
限
界
性
を
も
つ
語
り
手
に
よ
る
出
来
事
の
描
写
や
判
断
・

解
釈
の
「
不
正
確
さ
」
は
ど
の
程
度
ま
で
【
真
㎏
と
い
う
判
定
に
許
容
さ
れ
得
る
の

か
、
そ
も
そ
も
物
語
全
体
が
「
真
」
か
「
偽
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
う
決
定
が

．
可
能
な
の
か
、
逆
に
部
分
的
な
「
真
」
な
り
「
偽
」
な
り
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
ま
た
そ
の
よ
う
な
腋
分
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
、
読
者
自
身
に
依
拠
す
る
決
定
が
前
提
と
し
て
な
さ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
解
釈
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
、
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
か
否
か
と
い

う
点
を
除
く
《
死
後
の
恋
》
の
出
来
事
と
し
て
の
物
理
的
側
面
を
主
な
対
象
と
し
、

そ
の
合
理
的
説
明
の
可
能
を
も
っ
て
全
体
を
「
真
」
と
み
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
語
り
の
部
分
的
抽
出
・
排
除
に
よ
る
対
象
化
と
真
偽
判
定
の
基
準
設
定
に

お
い
て
読
者
自
身
の
規
範
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
．
つ
ま
り
こ
の
読
者

は
、
そ
の
（
意
識
的
な
）
前
提
で
あ
る
「
真
」
と
い
う
判
断
の
決
定
へ
可
能
な
限
り

近
づ
こ
う
と
し
な
が
ら
、
「
真
｝
に
至
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
し
か
確
認
で
き

ず
、
ま
た
真
偽
の
判
定
と
い
う
要
求
自
体
に
対
す
る
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
コ
ル

ニ
コ
フ
が
依
拠
す
る
と
考
え
る
規
範
と
の
衝
突
、
そ
し
て
意
識
的
に
前
提
し
た
条
件

の
う
ち
に
も
無
意
識
に
依
拠
す
る
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
、
と
い
う
経
験

を
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
回
帰
し
た
冒
頭
に
お
い
て
読
者
は
再
び
作
品
か
ら
の
二
者
選
択
の
要
求

と
対
話
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
度
は
も
う
一
方
の
前
提
ー
ー
《
死
後
の
恋
》
の
物

語
を
「
偽
」
と
判
定
し
よ
う
と
し
、
そ
の
作
中
出
来
事
と
し
て
の
事
実
性
や
合
理
的

説
明
を
否
定
す
る
こ
と
一
が
そ
れ
に
応
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
模
索
す
る

道
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
真
偽
の
判
定
自
体
に
対
し
て
（
作
品
自

体
は
保
証
し
て
く
れ
な
い
）
自
ら
の
解
釈
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
意
識
的
な

前
提
が
依
拠
す
る
無
意
識
の
前
提
の
存
在
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。
そ
し
て
「
偽
」
で
あ
る
と
の
判
定
に
向
か
う
方
向
性
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

聞
き
手
と
の
同
一
化
と
い
う
困
難
が
存
在
す
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
精
神

異
常
で
妄
想
し
独
り
言
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
み
る
に
せ
よ
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
嘘
つ

き
で
酒
代
欲
し
さ
に
誰
彼
と
な
く
つ
か
ま
え
て
は
作
り
話
を
聞
か
せ
て
い
る
の
だ
と

す
る
に
せ
よ
、
真
偽
の
判
定
の
要
求
自
体
を
無
化
し
、
「
偽
」
と
い
う
判
定
が
な
さ
れ

る
根
拠
を
失
わ
せ
る
と
い
う
矛
盾
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
だ
。

【
お
わ
り
に
】

　
本
稿
は
「
死
後
の
恋
」
が
、
真
偽
の
判
定
を
め
ぐ
っ
て
「
宙
づ
り
」
状
態
に
な
る

と
い
う
「
読
者
の
役
割
」
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
闘
に
共
有
さ
れ
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
抽
出

さ
れ
た
「
幻
想
」
を
手
が
か
り
に
し
て
、
自
身
の
規
範
・
知
識
を
動
員
し
な
が
ら
、

ま
た
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
な
が
ら
、
作
品
か
ら
要
求
さ
れ
る
最

終
的
な
態
度
決
定
に
至
れ
ず
「
た
め
ら
い
」
続
け
る
と
い
う
歴
史
的
な
条
件
下
に
あ

る
読
者
の
レ
ベ
ル
で
の
効
果
に
目
配
り
す
る
こ
と
で
、
異
な
る
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
た

め
ら
い
し
が
要
素
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
レ
ベ
ル
の
違
い
を
貫
通
し
て
関
係
し
あ
う

こ
と
で
お
互
い
を
持
続
さ
せ
る
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
宙
づ
り
」
効
果
が
指
摘
で

き
た
と
考
え
る
。
ま
た
そ
の
場
合
に
、
仮
定
と
し
て
の
前
提
で
、
諸
所
の
態
度
決
定

を
た
め
ら
い
つ
つ
乗
り
越
え
な
が
ら
一
貫
し
た
説
明
・
解
釈
を
得
よ
う
と
す
る
読
書

過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
失
敗
す
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
一

例
を
示
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
宙
づ
り
」
効
果
に
注
目
す
れ
ば
、
作
品
案
内
を
し
ょ
う
と
す
る
際

に
、
コ
ル
ニ
コ
フ
が
全
て
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
条
件
を
無
視
し
、
真
偽
の
判
定
と

い
う
枠
組
み
を
も
た
ず
、
解
釈
者
・
案
内
者
自
身
が
読
書
過
程
で
行
っ
た
は
ず
の
二

・
者
選
択
・
態
度
決
定
の
痕
跡
を
隠
し
た
も
の
と
な
る
の
も
頷
け
よ
う
。
芯
ω

　
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
は
、
「
死
後
の
恋
」
の
特
異
性
と
し
て
示
せ
る
範
囲
と
、

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
共
有
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
も
、
同
様
の
効
果
を
も

つ
作
品
を
収
集
・
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
な
お
、
本
文
中
の
「
死
後
の
恋
」
か
ら
の
引
用
部
分
は
《
　
》
で
、
そ
の
他
の
資
・

料
か
ら
の
引
用
部
分
は
「
」
で
示
し
、
資
料
等
の
引
用
個
所
内
の
旧
漢
字
は
改
め

て
い
る
。
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【
注
】

竺
　
夢
野
久
作
「
死
後
の
恋
」
（
『
夢
野
久
作
全
集

　
年
六
月
十
五
日
発
行
）
九
三
頁

1
』
三
一
書
房
　
一
九
六
九

　
　
　
一
九
二
八
年
十
月
、
『
新
青
年
』
に
発
表

誌　
　
前
出
「
死
後
の
恋
」
百
七
頁

お　
　
前
出
「
死
後
の
恋
」
百
七
頁

芯　
　
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
．
ト
ド
ロ
フ
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
（
三
好
郁
朗
訳
　
東
京
創
元

畠　
社
一
九
九
九
年
九
月
十
七
日
発
行
／
一
九
七
〇
年
発
表
）

　
　
前
出
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
三
八
頁

蕊　
　
前
出
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
五
一
頁

蔦　
　
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
『
行
為
と
し
て
の
読
書
　
美
的
作
用
の
理
論
』

→。

掾B　
（
轡
田
収
訳
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
八
年
五
月
六
日
発
行
／
一
九
七
六
年
発
表
）

　
五
八
頁

お
　
和
田
敦
彦
『
読
む
と
い
う
こ
と
　
テ
ク
ス
ト
と
読
書
の
理
論
か
ら
』
（
ひ
つ
じ

　
書
房
　
一
九
九
七
年
十
月
一
日
発
行
）
三
七
頁

井
δ
　
前
出
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
五
三
～
五
四
耳

改
一
前
出
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
四
一
頁

酋
N
前
出
『
幻
想
文
学
論
序
説
』
一
二
四
～
＝
二
一
頁

と
。
。
前
出
「
死
後
の
恋
」
に
は
、
九
二
頁
に
《
ス
ェ
ツ
ラ
ン
カ
ヤ
（
浦
塩
の
銀
座
通

　
り
）
》
、
九
四
頁
に
《
今
年
（
大
正
五
年
）
》
、
《
十
二
露
里
（
約
三
里
）
》
と
い
う
、

　
語
り
手
の
発
話
と
は
思
え
な
い
括
弧
付
き
の
言
い
か
え
・
説
明
部
分
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
説
明
部
分
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
設
定
と
し
て
は
ロ
シ
ア
語

　
で
発
話
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
考

　
察
が
至
っ
て
い
な
い
。

菩
三
　
全
集
に
つ
い
て
は
、
黒
白
書
房
版
が
一
九
三
六
年
五
、
七
、
八
月
に
第
四
、
六
、

　
八
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
後
、
一
九
六
九
年
六
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て

　
三
一
書
房
版
（
全
七
巻
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
黒
白
書
房
版
は
未
確
認
。

と
α
文
庫
に
つ
い
て
は
、
現
代
教
養
文
庫
『
死
後
の
恋
　
夢
野
久
作
傑
作
選
1
』
（
一

　
九
七
六
年
十
一
月
三
十
日
発
行
）
、
角
川
文
庫
『
瓶
詰
め
の
地
獄
』
（
一
九
七
七
年

　
三
月
三
十
日
発
行
）
、
筑
摩
文
庫
『
夢
野
久
作
全
集
6
』
（
一
九
九
二
年
三
月
二
四

　
日
発
行
）
が
確
認
で
き
る
。
単
行
本
に
つ
い
て
は
未
確
認
。

静
三
　
中
平
亮
「
浦
塩
の
月
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
一
八
年
九
月
二
日
付
け
）

酋
圃
夢
野
久
作
「
支
那
米
の
袋
」
（
前
出
『
夢
野
久
作
全
集
　
1
』
／
『
新
青
年
』

　
一
九
二
九
年
四
月
発
表
）

酋
。
。
　
こ
の
ワ
ー
ニ
ャ
も
コ
ル
ニ
コ
フ
同
様
、
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
一
人
称
の
語

　
り
手
で
あ
り
、
語
り
の
信
頼
度
の
問
題
が
生
じ
る
諸
条
件
を
備
え
る
が
、
ヤ
ン
グ

　
の
行
為
の
真
の
意
味
を
ワ
ー
ニ
ャ
が
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
者
に
明
白

　
な
構
成
が
と
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
最
後
に
ワ
ー
ニ
ャ
に
と
っ
て
の
「
シ
ン
ジ
ュ
ウ
」

　
（
心
中
）
と
ヤ
ン
グ
へ
の
信
頼
が
成
就
さ
れ
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
わ
る
読
者

　
の
納
得
が
得
ら
れ
る
オ
チ
が
明
白
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
聞
き
手
の
実
在
感
も
得
ら

　
れ
、
読
者
は
語
り
を
信
用
す
る
レ
ベ
ル
を
決
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

尊
Φ
　
「
怪
し
き
純
金
観
音
　
怪
外
人
が
持
廻
っ
た
露
国
の
国
宝
と
称
す
る
鍍
金
物

　
日
本
官
憲
よ
り
退
去
命
令
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
一
八
年
八
月
二
十
日
付

　
け
）
と
い
う
記
事
は
ル
ー
マ
ニ
ア
国
陸
軍
中
佐
が
「
上
馬
」
か
ら
来
日
、
東
京
在

　
住
の
英
国
人
に
対
し
て
「
ロ
マ
ノ
フ
家
の
国
宝
な
り
と
称
し
一
尺
八
寸
余
の
純
金

　
観
音
を
持
ち
来
り
▲
（
マ
マ
）
数
万
円
に
て
売
却
せ
ん
と
奔
走
」
し
た
こ
と
を
報

　
じ
て
い
る
。

註
O
夢
野
久
作
「
書
け
な
い
探
偵
小
説
」
（
『
山
羊
髪
編
集
長
（
夢
野
久
作
傑
作
集

　
1
＞
』
春
秋
社
　
一
九
三
七
年
四
月
発
行
）

誌
一
　
ア
ナ
ス
タ
シ
や
伝
説
を
め
ぐ
る
調
査
・
研
究
は
九
十
年
台
に
入
っ
て
か
ら
加
熱

　
し
、
近
年
映
画
化
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
駆
で
あ
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
サ
マ
ー
ズ
、

　
ト
ム
・
マ
ン
ゴ
ー
ル
ド
共
著
『
ロ
マ
ノ
ブ
家
の
最
後
』
（
中
央
公
論
社
　
一
九
八
七

　
年
八
月
十
日
発
行
／
一
九
七
六
年
発
表
）
に
よ
る
と
、
一
九
一
八
年
以
降
、
一
家

　
の
う
ち
で
最
も
で
っ
ち
あ
げ
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
末
娘
の
ア
ナ
ス
タ
シ
ヤ
だ
と

　
い
う
。
一
家
を
か
た
る
偽
者
が
多
く
現
れ
、
全
員
生
存
説
を
証
明
し
よ
う
と
す
る

　
ア
メ
リ
カ
国
内
の
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
巻
き
起
こ
し
、
七
十
年
代
に
は
最
高
潮

　
に
達
し
た
。
著
者
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
一
八
年
七
月
十
六
日
頃
ニ
コ
ラ
イ
ニ

　
世
と
息
子
の
ア
レ
ク
セ
イ
が
エ
カ
チ
ェ
リ
ン
ブ
ル
ク
で
銃
殺
さ
れ
、
妻
ア
レ
ク
サ

　
ン
ド
ラ
と
四
人
の
娘
た
ち
は
生
き
た
ま
ま
ペ
ル
ミ
に
移
さ
れ
た
。
少
量
と
も
娘

　
の
一
人
が
ペ
ル
ミ
に
い
る
と
き
に
一
時
的
に
も
せ
よ
逃
亡
し
た
こ
と
．
を
示
す
証
拠

　
が
あ
り
、
誰
か
が
生
き
残
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
通
説
で
は
ニ

　
コ
ラ
イ
ニ
世
と
皇
后
、
五
人
の
子
供
た
ち
は
、
反
革
命
軍
に
よ
る
奪
還
を
恐
れ
た

　
ソ
ビ
エ
ト
権
力
の
命
令
に
よ
り
、
七
月
十
六
日
に
エ
カ
チ
ェ
リ
ン
ブ
ル
ク
で
処
刑

　
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
に
市
郊
外
で
発
掘
さ
れ
た
ニ
コ
ラ
イ

　
ニ
世
の
も
の
と
思
わ
れ
る
遺
骨
が
、
九
八
年
に
D
N
A
鑑
定
の
結
果
、
本
物
で
あ
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る
と
発
表
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
十
四
日
ロ
シ
ア
正
教
会
に
よ
っ
て
ニ
コ
ラ
イ

　
ニ
世
が
聖
人
に
認
定
さ
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。

誌
鵬
　
一
九
一
八
年
九
月
過
『
三
田
文
学
』
に
発
表
。

誌
。
。
魯
庵
生
「
『
れ
げ
ん
だ
・
お
う
れ
あ
ヒ
（
『
文
芸
春
秋
』
　
一
九
二
七
年
九
月

　
発
行
）
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
好
書
家
た
ち
が
「
マ
ダ
世
に
知
ら
れ
な
い
切
支

　
丹
本
が
解
毒
さ
れ
て
る
て
イ
ツ
か
は
世
に
出
る
に
違
ひ
な
い
と
信
じ
切
っ
て
み
た

最
中
」
の
こ
と
で
あ
り
、
自
身
や
猟
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
和
田
雲
遮
蔽
が
芥
川

　
に
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
で
そ
れ
が
架
空
の
書
物
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
こ
と
、
ま
た

　
当
時
ゴ
シ
ッ
プ
種
と
し
て
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

蔚
球
「
智
的
関
心
」
と
「
情
的
感
興
」
は
新
村
出
（
「
踏
絵
の
話
」
／
『
K
・
○
・
K
』

　
一
九
四
七
年
二
月
発
行
）
の
用
語
に
よ
る
。
新
村
は
、
自
身
の
「
南
蛮
」
と
の
関

　
わ
り
に
つ
い
て
「
智
的
関
心
か
ら
情
的
感
興
へ
と
流
れ
て
い
っ
た
」
と
し
、
木
下

　
杢
太
郎
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
南
蛮
と
の
関
わ
り
方
に
お
け
る
二
つ
の

　
側
面
は
、
学
問
的
研
究
成
果
が
創
作
活
動
に
知
識
を
提
供
し
、
創
作
の
隆
盛
が
研

　
究
論
文
の
一
般
誌
へ
の
掲
載
に
つ
な
が
る
と
い
う
相
乗
効
果
を
も
つ
反
面
、
一
人

　
の
作
家
、
一
つ
の
作
品
内
に
共
存
し
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

蔦
窃
　
注
一
。
φ
を
参
照
。

誌
①
青
山
胤
通
撰
『
日
本
内
科
全
書
　
巻
七
　
精
神
病
編
』
（
吐
鳳
堂
　
一
九
三
四

　
年
三
月
発
行
）

誌
↓
ゴ
ー
ゴ
リ
『
狂
人
日
記
』
（
横
田
瑞
穂
訳
　
岩
波
書
店
　
一
九
八
三
年
十
月
発

　
行
．
／
一
八
三
五
年
発
表
）

誌
。
。
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
一
出
（
一
九
八
五
年
三
月
二
五
日
発
行
　
八
六
八
頁
～
〉

　
か
ら
、
精
神
病
の
症
状
と
し
て
の
妄
想
、
幻
覚
に
つ
い
て
の
一
般
的
知
識
を
補
足

　
し
て
お
く
。
主
に
青
年
期
に
発
生
し
、
妄
想
や
幻
覚
を
示
す
精
神
病
の
一
つ
が
精

　
神
分
裂
病
で
あ
る
。
症
状
は
千
差
万
別
で
み
る
が
、
そ
の
中
か
ら
「
私
」
の
書
動

　
を
思
わ
せ
る
も
の
を
拾
っ
て
お
く
と
、
周
囲
の
で
き
ご
と
を
み
な
自
分
に
結
び
つ

　
け
る
関
係
妄
想
、
高
貴
な
出
で
あ
る
と
確
信
す
る
血
統
妄
想
、
行
動
が
他
人
に
あ

　
や
つ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
作
為
体
験
、
独
り
言
や
独
り
笑
い
な
ど
．
体
系
的
な

　
妄
想
観
念
で
終
始
す
る
病
態
は
パ
ラ
ノ
イ
ア
（
妄
想
症
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の

　
妄
想
の
主
題
に
は
血
統
、
発
明
、
宗
教
、
好
訴
、
恋
愛
、
嫉
妬
、
心
気
、
迫
害
が

　
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
日
本
内
科
全
書
　
巻
七
　
精
神
病
編
』
（
前
出
）
に

　
は
《
早
発
性
痴
呆
》
と
し
て
、
上
記
の
症
状
の
説
．
明
が
既
に
出
揃
っ
て
い
る
。

蔦
り
　
前
出
『
日
本
内
科
全
書
　
巻
七
　
精
神
病
婦
』

蕊
O
　
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
δ
』
（
一
九
八
五
年
三
月
二
五
日
発
行
）
六
三
一
頁
参

　
照
。

さ
一
作
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
《
戦
争
が
生
ん
だ
婦
種
の
精
神
病
患
者
》
と
い
う
レ

　
ッ
テ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
神
経
症
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
心
因
性
つ
ま
り

　
「
そ
の
発
症
を
そ
の
個
人
の
感
動
的
体
験
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
原
因
と

　
な
っ
た
体
験
と
症
状
や
経
過
の
間
に
は
関
連
性
が
あ
る
」
と
い
う
概
念
で
説
明
さ

　
れ
る
神
経
症
は
、
も
と
も
と
雑
多
な
精
神
神
経
疾
患
の
総
称
で
あ
り
一
九
八
五
年

　
時
点
に
お
い
て
も
精
神
病
と
の
境
界
線
は
明
確
で
な
い
。
一
九
三
二
年
九
月
刊
行

　
の
『
日
本
内
科
全
書
　
巻
六
　
中
枢
神
経
病
』
（
青
山
胤
通
撰
　
吐
鳳
堂
）
を
参
照

　
す
る
と
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
そ
の
区
別
は
い
っ
そ
う
あ
い
ま
い
だ
っ
た
こ
と
が

　
推
察
さ
れ
る
。
「
神
経
症
ノ
多
ク
ハ
、
大
漁
、
心
因
性
精
神
且
又
ハ
コ
レ
下
編
キ
モ

　
ノ
ト
考
ヘ
テ
大
過
ナ
シ
。
斯
ク
テ
ハ
、
神
経
症
ト
心
因
性
精
神
異
常
ト
ハ
ソ
ノ
間
、

　
何
等
ノ
差
別
モ
ナ
キ
コ
ト
ア
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
」
。
加
え
て
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』

　
の
戦
争
神
経
症
に
関
す
る
説
明
の
中
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
『
日
本
内
科
全
書
』
に

　
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
、
虚
言
の
要
素
で
あ
る
。
「
突
然
二
恐
ル
ベ
キ
重
事

　
故
二
遭
遇
セ
ル
直
後
二
於
テ
コ
レ
ニ
基
ヅ
キ
テ
発
ス
ル
精
神
神
経
症
」
と
定
義
さ

　
れ
、
特
に
戦
時
に
お
い
て
容
易
に
み
ら
れ
る
と
い
う
「
驚
愕
性
神
経
症
」
が
「
作

　
話
症
」
や
「
幻
覚
・
妄
覚
」
を
伴
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
日

　
本
内
科
全
書
　
巻
七
』
（
前
掲
）
で
も
精
神
病
各
論
に
「
戦
闘
性
精
神
神
経
症
」
と

　
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
同
様
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
昭
和
初
期

　
に
お
い
て
あ
る
症
状
、
例
え
ば
作
話
症
か
ら
、
一
つ
の
病
名
を
決
定
す
る
こ
と
は
、

　
不
毛
な
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

お
N
「
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
考
え
て
も
い
い
し
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

　
『
精
神
疾
患
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』
（
中
山
元
訳
　
筑
摩
書
房
　
一
九
九
七
年
十

　
二
月
十
日
発
行
／
一
九
五
四
年
発
表
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
『
患
者
は
自
分
の
異
常
性
を
認
識
し
て
い
る
。
患
者
は
、
そ
の
異
常
性
に
は
ど
う

　
し
て
も
還
元
で
き
な
い
差
異
が
あ
り
、
こ
の
差
異
の
た
め
に
、
他
人
の
意
識
や
宇

　
宙
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
患
者
が
い
か
に

　
明
噺
で
も
、
自
分
の
病
に
つ
い
て
、
医
師
の
よ
う
な
視
点
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な

　
い
。
患
者
が
自
己
の
病
に
対
し
て
思
弁
的
な
距
離
を
お
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
病

　
と
は
自
己
に
お
い
て
、
自
己
を
抜
き
に
し
て
進
ん
で
る
客
観
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ

　
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
が
、
患
者
は
ど
う
し
て
も
こ
の
よ

　
う
な
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
病
の
意
識
は
、
病
の
内
部
に
捉
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え
ら
れ
て
い
る
。
」
（
九
四
頁
）

お
ω
「
登
山
少
年
　
発
狂
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
二
八
年
八
月
四
日
付
け
）

お
鼻
　
「
妻
子
四
人
を
惨
殺
し
て
自
殺
す
　
精
神
狂
っ
た
若
い
農
夫
」
（
『
東
京
朝
日
新

　
聞
』
　
一
九
二
八
年
八
月
十
四
日
付
け
）

蕊
㎝
　
「
火
薬
庫
の
衛
兵
　
勤
務
中
発
狂
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
．
二
八
年
九
月

　
五
日
付
け
）

茜
①
　
「
持
て
あ
ま
す
毒
殺
狂
人
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
二
八
年
九
月
九
日
付

　
け
）

お
↓
　
「
行
倒
れ
金
髪
美
人
　
狂
人
ら
し
い
ド
イ
ツ
女
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九

　
二
八
年
九
月
十
三
日
付
け
）

お
。
。
　
「
突
然
、
狂
人
に
斬
ら
れ
て
危
篤
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
二
八
年
十
月

　
一
＝
二
日
付
け
）

蕊
⑩
　
松
山
巖
「
う
わ
さ
の
誕
生
」
（
『
ユ
リ
イ
カ
』
　
一
九
八
九
年
一
月
発
行
）

糞
O
　
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
ダ
ラ
』
（
松
柏
館
書
房
　
一
九
三
五
年
一
月
刊
行
）

芯
一
夢
野
久
作
「
狂
人
は
笑
う
」
（
『
文
学
時
代
』
一
九
三
二
年
七
月
発
表
）
、
「
キ

　
チ
ガ
イ
地
獄
」
（
『
改
造
』
一
九
三
二
年
十
一
月
発
表
）
は
、
精
神
病
院
に
収
監
さ

　
れ
て
い
る
ら
し
い
語
り
手
（
H
一
人
称
の
主
人
公
）
が
、
「
死
後
の
恋
」
の
そ
れ
以

　
上
に
内
的
一
貫
性
を
欠
い
た
語
り
を
進
め
る
が
（
そ
し
て
題
名
が
端
的
に
示
す
よ

　
う
に
、
彼
ら
が
異
常
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
伏
線
が
明
ら
か
で
あ
る
が
）
、

　
そ
の
語
り
の
途
中
で
彼
ら
は
よ
く
笑
う
。
「
私
」
の
笑
い
声
か
ら
始
ま
る
「
死
後
の

　
恋
」
に
も
、
特
に
前
半
部
に
は
笑
い
声
が
多
用
さ
れ
て
お
り
類
似
点
を
指
摘
で
き

　
る
。

溢
N
夢
野
久
作
「
猟
奇
歌
」
（
『
夢
野
久
作
全
集
7
』
三
一
書
房
　
一
九
七
〇
年
一

　
月
三
一
日
発
行
）
※
狂
気
と
天
才
・
聖
性
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
言
及
は
デ
モ
ク

　
リ
ト
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
確
認
さ
れ
、
ま
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
『
天
才
と
狂
気
』

　
（
一
八
六
四
）
に
よ
っ
て
医
学
的
な
側
面
と
の
関
わ
り
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
日

　
本
の
近
代
の
作
家
の
問
題
意
識
と
し
て
も
こ
れ
以
前
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た

　
も
の
で
あ
る
。

ぷ
。
。
江
口
雄
輔
「
夢
野
久
作
主
要
作
品
案
内
」
（
『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
八
九
年
一
月
発

　
行
）
、
川
崎
賢
子
「
夢
野
久
作
文
学
博
物
館
」
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』

　
一
九
九
一
年
三
月
二
十
日
発
行
）
参
照
。

【
付
記
】
全
集
と
初
出
の
異
同
（
漢
字
、
仮
名
遣
い
の
異
同
は
省
く
）

九
二
頁
《
売
れ
残
っ
て
い
る
》
「
売
れ
残
っ
て
み
た
」
、
《
ス
ェ
ツ
ラ
ン
カ
ヤ
》
「
ス
エ

　
ツ
ラ
ン
ス
カ
ヤ
」
、
《
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
》
「
お
わ
か
り
に
な
る
で
せ
う
」
、
《
酔

　
っ
払
い
で
は
な
い
》
「
酔
つ
払
ひ
で
な
い
」

九
三
頁
《
そ
う
す
れ
ば
》
「
さ
う
し
て
」

九
四
頁
《
見
え
る
で
し
ょ
う
》
「
見
え
ま
す
で
せ
う
」
、
《
苦
し
め
て
》
「
悩
ま
し
苦
し

　
め
て
」
、
《
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
》
「
彼
方
此
方
と
」

九
五
頁
《
深
か
っ
た
か
の
は
》
「
深
か
っ
た
か
は
」
、
《
白
軍
が
》
「
私
達
が
」
、
《
リ
ヤ

　
ト
ニ
コ
フ
や
仲
間
の
者
に
》
「
仲
間
に
」
、
《
た
っ
た
一
人
シ
ョ
ン
ボ
リ
と
》
「
た
つ

　
た
一
人
」

九
六
頁
《
大
切
な
も
の
で
す
》
「
大
切
な
も
の
な
の
で
す
」
、
《
思
う
で
あ
ろ
う
》
「
思

　
う
で
あ
ろ
う
が
」

九
七
頁
《
引
っ
立
て
て
み
ま
す
と
》
「
引
つ
立
て
て
み
ま
す
と
い
ふ
と
」
、
《
名
を
呼
ん

　
で
》
「
名
を
ば
呼
ん
で
」
、
《
サ
ッ
ク
の
蓋
を
閉
じ
な
が
ら
》
「
（
記
載
な
し
）
」
、
《
突

　
立
っ
て
》
「
其
前
に
突
立
っ
て
」

九
九
頁
《
で
す
か
ら
》
「
で
」
、
《
「
か
よ
う
な
身
分
を
》
「
斯
様
な
「
身
分
を
」
、
《
そ
れ

　
ほ
ど
一
ま
で
の
》
「
そ
れ
ほ
ど
の
」
、
《
…
…
で
…
…
こ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ま

　
わ
し
た
揚
げ
句
》
「
さ
う
し
て
」

百
頁
《
い
な
が
ら
》
「
行
き
な
が
ら
」
、
《
こ
ん
な
名
前
》
「
そ
ん
な
名
前
」
、
《
私
共
の
》

　
　
「
と
こ
ろ
で
私
共
の
」
、
《
十
四
日
目
》
「
四
日
目
」

百
一
頁
《
闊
葉
樹
》
「
闊
葉
」
、
《
こ
の
森
林
》
「
此
森
」
、
《
ス
ッ
カ
リ
気
が
》
「
気
が
」
、

　
《
起
っ
た
。
》
「
起
っ
て
、
」

百
二
頁
《
銃
弾
》
「
跳
尊
墨
《
モ
ノ
凄
い
悲
鳴
》
「
恐
ろ
し
い
悲
鳴
」
、
《
知
れ
ま
せ
ん

　
で
し
た
け
ど
》
「
知
れ
ま
せ
ん
け
ど
」

百
三
頁
《
宝
石
の
こ
と
な
ど
は
》
「
宝
石
の
こ
と
な
ぞ
は
」
、
《
何
者
か
に
》
「
何
者
に

　
か
」
、
《
こ
の
森
の
》
「
こ
の
森
は
」
、
《
シ
ミ
ジ
ミ
と
ふ
り
返
ら
れ
て
恐
ろ
し
く
堪

　
ら
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
》
「
シ
ミ
ジ
ミ
と
恐
ろ
し
く
ふ
り
返
ら
れ
て
」

百
四
頁
《
不
服
を
》
「
不
服
も
」
、
《
森
の
中
》
「
森
の
ま
ん
中
」

百
五
頁
《
ソ
ロ
ソ
ロ
と
》
「
ト
ロ
ト
ロ
と
」
、
《
声
を
立
て
得
ず
》
「
声
も
立
て
得
ず
に
」
、

　
《
血
み
ど
ろ
な
顔
》
「
血
み
ど
ろ
の
顔
」

百
六
頁
《
呼
ば
さ
せ
て
》
「
呼
ば
せ
て
」
、
《
察
せ
ら
れ
る
》
「
察
し
ら
れ
る
」

百
七
頁
《
彼
女
の
「
死
後
の
恋
」
》
「
彼
女
の
死
後
の
恋
」
、
《
サ
ア
ど
う
ぞ
お
受
け
取

　
り
下
さ
い
》
「
ど
う
ぞ
お
受
け
取
り
下
さ
い
。
ど
う
ぞ
。
サ
ア
ど
う
ぞ
。
」
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