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一
　
本
稿
の
狙
い

坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」（『
肉
体
』
昭
和
二
十
二
年
六
月
）
は

「
山
賊

（
注
１
）」
の
男
を
主
人
公
と
す
る
、
三
人
称
の
小
説
で
あ
る
。
作
品
梗
概

は
以
下
の
通
り
。

江
戸
時
代
以
前
の
大
昔
、
鈴
鹿
峠
に
一
人
の
山
賊
が
住
ん
で
い
た
。

ず
い
ぶ
ん
む
ご
い
男
だ
っ
た
が
、
桜
の
森
の
花
の
下
だ
け
は
怖
ろ
し
く
、

気
が
変
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
毎
年
考
え
よ
う
と

思
う
が
、
考
え
ら
れ
な
い
ま
ま
十
数
年
が
過
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
う
こ
う

し
て
い
る
間
に
女
房
も
八
人
に
な
る
。
八
人
目
の
女
房
は
美
し
過
ぎ
る

女
で
、
最
も
醜
い
「
ビ
ッ
コ
の
女
」
を
除
く
他
の
六
人
の
女
房
を
山
賊

に
殺
さ
せ
る
。
女
は
櫛
や
簪
、
着
物
な
ど
を
大
事
に
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
一
つ
の
美
が
成
り
立
つ
様
に
山
賊
は
目
を
み
は
る
。
女
の
話
や
そ
れ

ら
装
飾
品
か
ら
、
山
賊
は
女
と
共
に
都
に
行
こ
う
と
思
う
。
都
に
行
く

前
に
、
山
賊
は
満
開
の
桜
の
森
に
行
く
が
、
花
の
下
の
怖
ろ
し
さ
に
男

は
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。

男
と
女
と
ビ
ッ
コ
の
女
は
都
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。
都
で
女
は
装

飾
品
よ
り
も
住
人
の
首
を
欲
し
が
り
、
男
は
女
に
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に

首
を
と
っ
て
く
る
。
そ
の
首
で
女
は
架
空
の
物
語
を
作
り
興
じ
る
。
首

が
醜
く
な
る
ほ
ど
女
は
喜
び
、
首
遊
び
へ
の
女
の
欲
望
に
き
り
が
な
い

こ
と
に
男
は
退
屈
し
て
し
ま
う
。
男
が
山
に
帰
る
決
心
を
し
た
た
め
、

女
は
す
ぐ
に
帰
っ
て
く
る
か
ら
と
ビ
ッ
コ
の
女
を
都
に
残
し
、
男
に
つ

い
て
山
に
行
く
こ
と
に
す
る
。
女
を
背
負
っ
て
満
開
の
桜
の
下
に
踏
み

込
ん
だ
時
、
男
は
女
が
鬼
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
男
は
必
死
に
鬼
の

首
を
絞
め
、
気
が
付
く
と
女
は
す
で
に
息
絶
え
て
い
る
。
男
は
呼
吸
も

河

内

重

雄

坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
論

―
理
性
の
限
界
に
関
す
る
文
脈
―
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力
も
思
念
も
、
全
て
が
同
時
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
男
が
我
に
返
る
と
、

や
は
り
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
は
ひ
っ
そ
り
と
し
た
無
限
の
虚
空
が
満

ち
て
い
る
。
女
の
顔
の
花
び
ら
を
と
ろ
う
と
男
が
手
を
伸
ば
す
と
、
女

の
姿
は
な
く
、
男
の
身
体
も
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
梗
概
は
以
上
で

あ
る
。

坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」（
以
下
、
本
作
と
す
る
）
は
、
小
説

の
最
初
と
最
後
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
は
本
作
の
最
初
の
方

の
一
節
で
あ
る
。

　

さ
う
な
つ
て
何
年
か
あ
と
に
、
こ
の
山
に
一
人
の
山
賊
が
住
み

は
じ
め
ま
し
た
が
、
こ
の
山
賊
は
ず
い
ぶ
ん
む
ご
た
ら
し
い
男
で
、

街
道
へ
で
て
情
容
赦
な
く
着
物
を
は
ぎ
人
の
命
も
断
ち
ま
し
た
が
、

こ
ん
な
男
で
も
桜
の
森
の
花
の
下
へ
く
る
と
や
つ
ぱ
り
怖
し
く
な

つ
て
気
が
変
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
山
賊
は
そ
れ
以
来
花
が
き

ら
ひ
で
、
花
と
い
ふ
も
の
は
怖
し
い
も
の
だ
な
、
な
ん
だ
か
厭
な

も
の
だ
、
さ
う
い
ふ
風
に
腹
の
中
で
は
呟
い
て
ゐ
ま
し
た
。
花
の

下
で
は
風
が
な
い
の
に
ゴ
ウ
〳
〵
風
が
鳴
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が

し
ま
し
た
。
そ
の
く
せ
風
が
ち
つ
と
も
な
く
、
一
つ
も
物
音
が
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
の
姿
と
跫あ

し
お
と音
ば
か
り
で
、
そ
れ
が
ひ
つ
そ
り
冷

め
た
い
そ
し
て
動
か
な
い
風
の
中
に
つ
つ
ま
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
花

び
ら
が
ぽ
そ
〳
〵
散
る
や
う
に
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん
〳
〵

衰
へ
て
行
く
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。（
略
）

　

け
れ
ど
も
山
賊
は
落
付
い
た
男
で
、
後
悔
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら

な
い
男
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
を
か
し
い
と
考
へ
た
の
で
す
。
ひ
と

つ
、
来
年
、
考
へ
て
や
ら
う
。
さ
う
思
ひ
ま
し
た
。（
略
）
毎
年
さ

う
考
へ
て
、
も
う
十
何
年
も
た
ち
、
今
年
も
亦
、
来
年
に
な
つ
た

ら
考
へ
て
や
ら
う
と
思
つ
て
、
又
、
年
が
暮
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

満
開
の
桜
の
森
の
下
に
つ
い
て
、
男
は
十
何
年
も
の
間
「
を
か
し
い
」

と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
男
は
ま
だ
答
え
の
出
て
い
な
い
問
題
を
抱

え
続
け
て
い
る
訳
だ
。
本
作
の
最
後
に
は
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘

密
は
誰
に
も
今
も
分
り
ま
せ
ん
。」
と
あ
る
。
誰
に
も
分
か
ら
な
い
「
秘

密
」
と
い
う
の
は
、「
を
か
し
い
」
を
言
い
換
え
た
も
の
と
解
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
本
作
は
最
初
と
最
後
に
未
解
決
の
問
題
を
配

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
秘
密
」
が
本
作
の
大
枠
な
の
だ
。

本
作
は
、
分
か
り
得
ぬ
何
か
、
不
可
知
の
事
柄
に
つ
い
て
の
小
説
と

言
え
る
。
分
か
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
分
か
り
得
ぬ

も
の
は
分
か
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
、
作
品
全
体
を
解
釈
す
る
と
い
う
の

が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
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考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
は
女
の
美
に
つ
い
て
。
以
下
は
本
作
の
一
節
で
あ
る
。

　

女
は
櫛
だ
の
笄

こ
う
が
いだ

の
簪
か
ん
ざ
しだ

の
紅べ
に

だ
の
を
大
事
に
し
ま
し
た
。（
略
）

ま
る
で
着
物
が
女
の
い
の
ち
で
あ
る
や
う
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
ま

も
る
こ
と
が
自
分
の
つ
と
め
で
あ
る
や
う
に
、
身
の
廻
り
を
清
潔

に
さ
せ
、
家
の
手
入
れ
を
命
じ
ま
す
。
そ
の
着
物
は
一
枚
の
小
袖

と
細
紐
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
何
枚
か
の
着
物
と
い
く
つ
も
の
紐

と
、
そ
し
て
そ
の
紐
は
妙
な
形
に
む
す
ば
れ
不
必
要
に
垂
れ
流
さ

れ
て
、
色
々
の
飾
り
物
を
つ
け
た
す
こ
と
に
よ
つ
て
一
つ
の
姿
が

完
成
さ
れ
て
行
く
の
で
し
た
。（
略
）
か
く
し
て
一
つ
の
美
が
成
り

た
ち
、
そ
の
美
に
彼
が
満
た
さ
れ
て
ゐ
る
、
そ
れ
は
疑
る
余
地
が

な
い
、
個
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
不
完
全
か
つ
不
可
解
な
断

片
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
つ
の
物
を
完
成
す
る
、
そ
の
物
を

分
解
す
れ
ば
無
意
味
な
る
断
片
に
帰
す
る
、
そ
れ
を
彼
は
彼
ら
し

く
一
つ
の
妙
な
る
魔
術
と
し
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

一
つ
一
つ
で
は
意
味
を
も
た
な
い
断
片
に
よ
り
「
一
つ
の
美
」
が
完

成
す
る
。
そ
し
て
、
先
行
研
究
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
そ
の
完
成
し
た
も
の
を
分
解
す
れ
ば
、
ま
た
無
意
味
な
断
片
に
戻
っ

て
し
ま
う
。
つ
ま
り
女
の
美
は
可
逆
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
回
一
回
完

二
　
女
の
美
及
び
首
遊
び
に
つ
い
て

山
賊
の
男
に
よ
る
と
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
と
美
し
い
女
は
似
て
い

る
と
い
う
。

（
略
）
と
び
た
つ
や
う
な
怖
ろ
し
さ
が
こ
み
あ
げ
、
ぎ
よ
ッ
と
し
て

振
向
く
と
、
女
は
そ
こ
に
い
く
ら
か
や
る
瀬
な
い
風
情
で
た
ゝ
ず

ん
で
ゐ
ま
す
。
男
は
悪
夢
か
ら
さ
め
た
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
目
も
魂
も
自
然
に
女
の
美
し
さ
に
吸
ひ
よ
せ
ら
れ
て
動

か
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。（
略
）

　

な
ん
だ
か
、
似
て
ゐ
る
や
う
だ
な
、
と
彼
は
思
ひ
ま
し
た
。
似

た
こ
と
が
、
い
つ
か
、
あ
つ
た
、
そ
れ
は
、
と
彼
は
考
へ
ま
し
た
。

ア
ヽ
、
さ
う
だ
、
あ
れ
だ
。
気
が
つ
く
と
彼
は
び
つ
く
り
し
ま
し

た
。

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
で
す
。
あ
の
下
を
通
る
時
に
似
て
ゐ
ま
し

た
。
ど
こ
が
、
何
が
、
ど
ん
な
風
に
似
て
ゐ
る
の
だ
か
分
り
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
何
か
、
似
て
ゐ
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
し
た
。

「
似
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
章
で
は
女
の
美
と
首
遊
び
に
つ
い
て
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成
形
が
あ
り
、
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
状
態
と
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
断
片
と
し
て
の
桜
の
花
び
ら
が
降
り
そ
そ
ぐ
こ
と

に
完
成
が
な
い
の
と
は
違
う
と
言
え
よ
う
。

や
っ
て
い
る
こ
と
に
美
か
醜
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
女
の
首
遊
び
も

同
様
で
あ
る

（
注
２
）。

　

女
は
毎
日
首
遊
び
を
し
ま
し
た
。
首
は
家
来
を
つ
れ
て
散
歩
に

で
ま
す
。
首
の
家
族
へ
別
の
首
の
家
族
が
遊
び
に
来
ま
す
。
首
が

恋
を
し
ま
す
。
女
の
首
が
男
の
首
を
ふ
り
、
又
、
男
の
首
が
女
の

首
を
す
て
ゝ
女
の
首
を
泣
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。（
略
）

　

坊
主
の
首
も
あ
り
ま
し
た
。
坊
主
の
首
は
女
に
憎
が
ら
れ
て
ゐ

ま
し
た
。
い
つ
も
悪
い
役
を
ふ
ら
れ
、
憎
ま
れ
て
、
嬲な

ぶ

り
殺
し
に

さ
れ
た
り
、
役
人
に
処
刑
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。
坊
主
の
首
は
首

に
な
つ
て
後
に
却
つ
て
毛
が
生
え
、
や
が
て
そ
の
毛
も
ぬ
け
て
く

さ
り
は
て
、
白
骨
に
な
り
ま
し
た
。
白
骨
に
な
る
と
、
女
は
別
の

坊
主
の
首
を
持
つ
て
く
る
や
う
に
命
じ
ま
し
た
。

胴
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
首
そ
れ
自
体
は
、
櫛
な
ど
と
同
じ
く
、
一

つ
一
つ
で
は
何
の
意
味
も
も
た
な
い
。
断
片
と
し
て
の
首
は
物
語
の
中

で
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
、
物
語
は
そ
の
一
つ
一
つ
が
完
結
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
つ
の
坊
主
の
首
が
、
あ
る
物
語
で
は
「
嬲な

ぶ

り
殺
し
に
さ

れ
」、
別
の
物
語
で
は
「
役
人
に
処
刑
さ
れ
」
て
い
る
。
首
遊
び
も
可
逆

的
な
も
の
で
、
一
つ
の
完
成
し
た
物
語
を
「
分
解
」
す
れ
ば
、
ま
た
無

意
味
な
断
片
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

本
作
に
は
「
女
の
慾
望
に
キ
リ
が
な
い
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
終

わ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
、
際
限
が
な
い
と
い
う
点
で
、
無
数
の
花
び

ら
の
散
る
桜
の
森
の
満
開
の
下
と
、
女
の
美
及
び
首
遊
び
は
確
か
に
「
似

て
ゐ
る
」。
が
、
完
成
し
た
状
態
と
未
完
成
の
状
態
の
区
別
が
つ
く
か
つ

か
な
い
か
と
い
う
点
で
、
両
者
は
異
な
っ
て
い
る
。
女
に
終
わ
り
が
な

い
の
は
、
美
や
首
遊
び
は
完
成
し
て
し
ま
う
と
飽
き
て
し
ま
い
、
飽
き

た
ら
分
解
し
て
ま
た
別
の
完
成
を
求
め
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
終
わ
り
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
降
り
し
き
る

花
び
ら
に
完
成
の
な
い
桜
の
森
の
満
開
の
下
と
は
異
質
な
の
で
あ
る
。

三
　
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
つ
い
て

山
賊
の
男
が
怖
れ
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
桜
の
森
の
満
開

の
下
」
で
あ
る
。
以
下
は
本
作
の
一
節
。

（
略
）
ま
さ
し
く
一
面
の
満
開
で
し
た
。
風
に
吹
か
れ
た
花
び
ら
が

パ
ラ
〳
〵
と
落
ち
て
ゐ
ま
す
。
土
肌
の
上
は
一
面
に
花
び
ら
が
し

か
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
こ
の
花
び
ら
は
ど
こ
か
ら
落
ち
て
き
た
の
だ
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ら
う
？　

な
ぜ
な
ら
、
花
び
ら
の
一
ひ
ら
が
落
ち
た
と
も
思
は
れ

ぬ
満
開
の
花
の
ふ
さ
が
見
は
る
か
す
頭
上
に
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
か

ら
で
し
た
。

桜
の
森
の
下
に
は
風
で
花
び
ら
が
落
ち
続
け
て
い
る
。
先
に
ち
ら
と

述
べ
た
よ
う
に
、
断
片
と
し
て
の
花
び
ら
は
終
わ
り
な
く
落
ち
続
け
、

完
結
す
る
こ
と
が
な
い
。
本
作
の
桜
の
下
に
は
風
が
常
に
張
り
つ
め
て

い
る
。
風
の
描
写
は
際
限
な
く
落
ち
る
花
び
ら
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

加
え
て
、
桜
の
森
の
下
に
つ
い
て
、
本
作
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
も

見
ら
れ
る
。

（
略
）
花
の
下
に
さ
し
か
ゝ
る
時
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
思
ひ
き
つ
て
花
の
下
へ
歩
い
て
み
ま
す
。
だ
ん
〳
〵

歩
く
う
ち
に
気
が
変
に
な
り
、
前
も
後
も
右
も
左
も
、
ど
つ
ち
を

見
て
も
上
に
か
ぶ
さ
る
花
ば
か
り
、
森
の
ま
ん
な
か
に
近
づ
く
と

怖
し
さ
に
盲
滅
法
た
ま
ら
な
く
な
る
の
で
し
た
。

男
が
怖
れ
る
の
は
花
の
下
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
行
く
ま
で
は
そ
れ
ほ

ど
怖
ろ
し
く
は
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
満
開
の
桜
の
森
と
、
そ
の

「
下
」
と
い
う
位
置
が
問
題
な
の
だ
。
本
作
に
は
、「
山
か
ら
都
が
一
目

に
見
え
ま
す
。
な
ん
と
い
ふ
た
く
さ
ん
の
家
だ
ら
う
、
そ
し
て
、
な
ん

と
い
ふ
汚
い
眺
め
だ
ら
う
、
と
思
ひ
ま
し
た
。」
と
い
っ
た
一
節
が
あ

る
。
山
の
上
か
ら
無
数
の
家
々
を
見
て
い
る
訳
だ
が
、
例
え
ば
桜
の
森

も
遠
く
か
ら
眺
め
れ
ば
、
一
つ
の
桜
の
森
と
い
う
全
体
と
し
て
、
一
つ

の
景
色
と
し
て
成
立
す
る
。
が
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
は
、「
前
も
後

も
右
も
左
も
」
視
界
全
体
に
桜
の
花
び
ら
が
降
り
積
も
り
続
け
、
一
つ

の
完
結
し
た
景
色
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
要
は
、
女
の

美
や
首
遊
び
と
違
い
、
桜
の
森
の
下
の
光
景
は
、
人
の
構
想
力
で
は
一

つ
の
完
成
し
た
景
色
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
。熊

野
純
彦
『
カ
ン
ト　

世
界
の
限
界
を
経
験
す
る
こ
と
は
可
能
か

（
注
３
）』

は
、「
崇
高
な
も
の
」（
怖
ろ
し
い
も
の
）
と
「
美
」
と
を
次
の
よ
う
に
区

別
し
て
い
る
。

　

か
た
ち
を
超
え
て
莫
大
な
も
の
、
か
た
ち
を
否
定
し
つ
づ
け
て

ゆ
く
力
の
あ
ら
わ
れ
は
、「
無
限
定
な
も
の
」
を
し
め
す
（
略
）。
前

者
は
自
然
に
お
け
る
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
自
然
に
あ
っ

て
強
力
な
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
数

学
的
に
崇
高
な
も
の
」「
力
学
的
に
崇
高
な
も
の
」
と
呼
ぶ
（
略
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
無
限
定
な
も
の
を
ま
え
に
し
て
、
ひ
と
は
崇

高
さ
、
気
高
さ
を
お
ぼ
え
る
の
で
あ
る
。
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崇
高
な
も
の
を
、
も
う
い
ち
ど
美
と
の
対
比
で
考
え
て
み
る
。（
略
）

　

美
は
か
た
ち
に
宿
る
。
美
し
い
も
の
の
か
た
ち
を
辿
る
と
き
、

構
想
力
は
う
ら
ぎ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
な
だ
ら
か
な
稜
線
を
目

で
か
た
ど
る
と
き
、
ひ
と
の
構
想
力
は
、
そ
れ
ま
で
目
を
愉
し
ま

せ
て
き
た
柔
ら
か
な
曲
線
の
イ
メ
ー
ジ
を
な
お
現
在
に
と
ど
め
、

い
つ
で
も
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
る
柔
和
な
線
の
つ
ら
な
り
を
予
測
し

て
い
る
。
美
し
い
も
の
の
判
断
に
あ
っ
て
、
構
想
力
は
か
た
ち
の

さ
だ
ま
っ
た
も
の
に
同
調
し
な
が
ら
、
不
意
う
ち
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
形
式
の
う
ち
で
自
由
に
戯
れ
て
い
る
。

　

崇
高
な
も
の
は
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
か
た
ち
の
な
い
対
象
に

お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
。（
略
）
見
わ
た
す
こ
と
も
で
き
な
い
ほ

ど
に
、
ど
こ
ま
で
も
つ
ら
な
る
山
々
は
、
そ
の
か
た
ち
を
た
だ
ち

に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
か
ま
く
海
は
、
波
頭
が
か
た

ち
を
と
っ
た
か
と
思
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
崩
れ
、
崩
れ
て
は
ま
た
か

た
ち
を
む
す
ん
で
ゆ
く
。
か
た
ち
の
一
瞬
の
生
成
と
崩
壊
が
く
り

か
え
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
嵐
の
海
原
が
と
る
、
か
た
ち
な
き
か

0

0

0

0

0

0

た
ち

0

0

で
あ
り
、
形
式
を
た
え
ず
否
定
し
て
ゆ
く
形
式
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
は
構
想
力
が
不
断
に
う
ら
ぎ
ら
れ
、
一
瞬
さ
き
の

予
測
も
つ
か
な
い
。
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
ま
れ
て
は
消
え
て
ゆ
く
か
た

ち
は
、
構
想
力
の
不
意
を
つ
き
、「
構
想
力
に
と
っ
て
は
暴
力
的
な

も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」（
略
）
の
で
あ
る
。

（
略
）
崇
高
な
も
の
の
ま
え
で
構
想
力
は
真
摯
と
な
る
。
崇
高
な
も

の
は
構
想
力
の
能
力
を
凌
駕
し
て
お
り
、
構
想
力
を
う
ら
ぎ
り
置

き
ざ
り
に
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
巨
大
な
、

あ
る
い
は
強
大
な
も
の
を
ま
え
に
し
て
、
構
想
力
は
か
た
ち
を
超

え
て
ゆ
く
か
た
ち
を
と
ら
え
よ
う
と
懸
命
に
な
り
、
か
た
ち
を
破

壊
す
る
か
た
ち
を
掴
も
う
と
し
て
真
摯
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

構
想
力
が
こ
の
こ
こ
ろ
み
に
挫
折
す
る
と
き
、
崇
高
な
も
の
が

立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
崇
高
な
も
の
が
現
前
す
る
そ
の
瞬
間
、
構
想

力
は
賛
嘆
の
念
を
い
だ
き
、
厳
粛
さ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
構
想
力
に
と
っ
て
〈
不
可
能
な
も
の
〉
が

顕
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
構
想
力
に
と
っ
て
不
可
能
な
こ
と
と
は
、

「
総
括
」
の
無
限
な
継
続
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
無
限
な
も
の
を
全

体
と
し
て
総
括
す
る
こ
と
で
あ
る
。
構
想
力
に
と
っ
て
の
不
可
能

性
の
か
な
た
に
、
不
可
能
性
そ
れ
自
体
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
。

 

（
以
上
「
第
三
章
」）

引
用
文
中
に
は
、
崇
高
な
も
の
が
現
前
す
る
時
、
人
は
「
厳
粛
さ
に

と
ら
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
に
つ
い
て
は
『
カ

ン
ト
』
と
略
記
す
る
が
、『
カ
ン
ト
』
に
は
、
崇
高
な
も
の
は
時
に
「
恐

怖
」
を
与
え
る
と
も
あ
る
。
全
体
を
秩
序
付
け
て
ま
と
め
あ
げ
る
力
、

つ
ま
り
は
構
想
力
を
裏
切
ら
な
い
も
の
は
美
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
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る
。
そ
れ
に
対
し
、
構
想
力
を
凌
駕
す
る
も
の
は
崇
高
な
も
の
に
見
え

る
、
と
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

カ
ン
ト
は
三
つ
の
認
識
の
基
準
「
真
・
善
・
美
」
に
つ
い
て
原
理
的

に
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
美
の
対
義
語
は
醜
で
あ
る
。
本
作
の
女
の
装

飾
品
等
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
は
美
、
首
遊
び
は
醜
と
考
え
ら
れ
る
。

重
要
な
の
は
、
美
の
基
準
で
も
っ
て
あ
る
対
象
を
見
よ
う
と
し
、
構
想

力
が
挫
折
す
る
時
、
そ
の
対
象
は
美
や
醜
で
は
な
く
崇
高
な
も
の
、
怖

ろ
し
い
も
の
と
し
て
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。『
カ
ン
ト
』
で
は
特
に

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
美
と
崇
高
な
も
の
と
は
、
認
識
の
仕
方
と
い

う
点
で
は
同
じ
と
言
え
よ
う
。

構
想
力
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
対
象
を
見
る
立
ち
位
置
も
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
は
『
カ
ン
ト
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
略
）
自
然
の
う
ち
に
は
、
過
剰
な
大
き
さ
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
否

定
し
て
ゆ
く
も
の
、
形
式
を
破
壊
す
る
強
力
さ
に
お
い
て
、
い
っ

さ
い
の
か
た
ち
そ
の
も
の
を
超
越
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
法

外
な
も
の
、
構
想
力
に
と
っ
て
圧
倒
的
に
「
法
外
な
も
の
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
自
然
が
と
き
に
示
す
こ
の
法
外
さ
、
そ
の
到
達
不

可
能
性
が
、
呈
示
不
可
能
な
理
念
の
「
呈
示
」
と
な
る
。
そ
れ
は

呈
示
さ
れ
な
い
も
の
の
呈
示
、
現
前
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

自
体
に
よ
る
現
前
化
で
あ
り
、
不
可
視
の
も
の
を
、
不
可
能
性
と

の
境
界
に
お
い
て
呈
示
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
し
か
し
、
不
可
能
性
と
の
境
界
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

（
略
）
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
富
士
の
例
に
も
う
い
ち
ど
立
ち
か
え
っ
て
み

る
。

　

あ
る
巨
大
な
対
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
崇
高
な
も
の
」
で
あ

る
と
い
う
思
い
を
い
だ
く
た
め
に
は
、
適
正
な
隔
た
り
が
必
要
で

あ
っ
た
。
近
づ
き
す
ぎ
れ
ば
部
分
し
か
目
に
入
ら
ず
、
し
た
が
っ

て
全
体
の
大
き
さ
は
逃
れ
さ
り
、
あ
ま
り
に
遠
ざ
か
れ
ば
、
全
体

そ
の
も
の
が
ち
い
さ
く
見
え
て
、
部
分
を
総
合
し
て
ゆ
く
困
難
が

そ
も
そ
も
生
じ
な
い
。
巨
大
な
対
象
に
つ
い
て
、
構
想
力
に
よ
る

把
握
と
総
括
が
な
お
可
能
で
あ
る
の
な
ら
、
ひ
と
は
対
象
に
も
っ

と
近
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
体
を
総
合
す
る
こ
と
が
端
的

に
不
可
能
な
の
は
、
対
象
に
ひ
ど
く
近
づ
き
す
ぎ
た
場
合
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
ひ
と
は
、
対
象
か
ら
距
離
を
と
り
な
お
す
必
要
が

あ
る
。
適
正
な
距
離
と
は
、
そ
の
ば
あ
い
、
ひ
ど
く
微
妙
な
一
点

に
お
い
て
な
り
た
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
―
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、「
端
的
に
大
き
な
も
の
」
と
し
て
の
「
崇
高
な
も
の
」（
数

学
的
に
崇
高
な
も
の
）
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、「
把
握
」
と
「
総

括
」
と
い
う
構
想
力
の
は
た
ら
き
が
な
お
可
能
で
あ
る
大
き
さ
と
、

そ
の
は
た
ら
き
が
も
は
や
端
的
に

0

0

0

不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
大
き
さ
の
あ
い
だ
に
生
起
す
る
、
ぎ
り
ぎ
り
の
境
界
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0
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感
じ
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

（「
第
三
章
」）

富
士
山
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
時
、
全
体
を
一
つ
に
総
合
し
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
構
想
力
が
十
分
に
働
い
て
い
る
た
め
、
人

は
美
し
い
と
感
じ
る
。
だ
が
、
富
士
山
に
近
付
い
て
行
き
、
構
想
力
を

超
え
る
か
否
か
の
境
界
線
上
（「
ひ
ど
く
微
妙
な
一
点
」）
に
立
つ
時
、
富
士

山
は
崇
高
な
も
の
、
認
識
を
超
え
る
怖
ろ
し
い
も
の
に
見
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
「
不
可
視
の
も
の
」
が
「
不
可
能
性
と
の
境
界
に
お
い
て

呈
示
」
さ
れ
る
よ
う
な
位
置
で
あ
る
。
桜
の
森
に
つ
い
て
も
同
様
だ
。

遠
く
か
ら
眺
め
る
分
に
は
構
想
力
が
裏
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の

場
合
「
絶
景
」
と
見
え
よ
う
。
し
か
し
、
森
に
近
付
き
、
満
開
の
桜
の

森
の
下
に
入
り
込
む
と
ど
う
か
。
無
秩
序
に
視
界
に
入
っ
て
は
消
え
て

い
く
無
数
の
花
び
ら
・
断
片
は
、
人
間
の
構
想
力
に
は
余
る
も
の
と
言

え
る
。
桜
の
下
は
怖
ろ
し
い
光
景
と
う
つ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

可
逆
的
で
一
回
一
回
全
体
と
し
て
完
成
す
る
女
の
美
や
首
遊
び
は
、

き
り
が
な
い
た
め
、
う
ん
ざ
り
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
構
想
力
が
裏
切

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
桜
の
森
の
下
は
、
花
び
ら
が
四
方
八
方
際
限
な

く
降
り
続
け
る
た
め
、
全
体
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
、
完
結
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
美
的
基
準
で
見
よ
う
と
す
る
限
り
、
構
想
力
は
打
ち
の

め
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
カ
ン
ト
』
で
は
崇
高
な
も
の
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

自
然
の
全
体
（
時
間
的
・
空
間
的
な
世
界
の
果
て
と
同
義
―
河
内
注
）

は
、
経
験
に
た
い
し
て
与
え
ら
れ
な
い
。
全
体
が
境
界
で
区
切
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
す
れ
ば
、（
第
一
章
で
確
認
し
て
お

い
た
よ
う
に
）
世
界
の
境
界
は
経
験
の
そ
の
つ
ど
生
起
す
る
も
の

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
境
界
が
そ
の
た
び
に
設
定
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
究
極
の
境
界
（
世
界
の
果
て
―
河
内
注
）
は
不
可

視
で
あ
り
現
前
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
自
然
の
対
象
の
う
ち

に
は
、
自
然
の
そ
う
し
た
際
限
の
な
さ
を
表
出
す
る
よ
う
な
、
大

き
さ
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
力
に
つ
い
て
圧
倒
的
に
法
外
な
も
の
、

す
く
な
く
と
も
「
構
想
力
に
と
っ
て
法
外
な
も
の
」（
略
）
が
存
在

す
る
。
そ
れ
は
自
然
そ
の
も
の
の
「
到
達
不
可
能
性
」
を
想
わ
せ

る
。
―
自
然
の
こ
の
到
達
不
可
能
性
が
、
理
念
の
「
呈
示
」
と

な
る
。
た
だ
し
、
理
念
が
ほ
ん
と
う
は
呈
示
不
可
能
な
も
の
、
直

観
に
た
い
し
て
は
け
っ
し
て
現
前
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で

は
、
そ
れ
は
呈
示
さ
れ
な
い
も
の
の
呈
示
、
呈
示
す
る
こ
と
の
不0

可
能
性
に
よ
る

0

0

0

0

0

0

呈
示
と
な
る
だ
ろ
う
。（
略
）

　

感
覚
に
た
い
し
て
け
っ
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、

見
え
な
い
も
の
、「
超
感
性
的
な
も
の
」
は
、
構
想
力
が
到
達
し
う

る
も
の
の
〈
か
な
た
〉
に
あ
る
「
法
外
な
も
の
」
で
あ
る
。
法
外

な
も
の
と
し
て
「
崇
高
な
も
の
」
は
、
構
想
力
に
と
っ
て
は
一
箇

の
「
深
淵
」
と
な
る
。
そ
れ
を
覗
き
こ
む
こ
と
を
一
方
で
は
恐
れ
、
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他
方
で
は
そ
れ
に
魅
入
ら
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
深
淵
と
な
る

の
で
あ
る
（
略
）。 

（「
第
三
章
」）

人
間
の
構
想
力
を
超
え
る
崇
高
な
も
の
の
経
験
は
、
世
界
の
果
て
の

経
験
、
世
界
の
始
ま
り
と
い
っ
た
「
究
極
の
境
界
」
の
経
験
に
通
ず
る

側
面
が
あ
る
。
人
が
立
つ
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
境
界
線
上
の
経
験
、

不
可
知
の
領
域
と
接
す
る
境
界
線
上
の
経
験
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
桜
の
森
の
下
は
、
構
想
力
の
限
界
、
認
識
・
理
性
の
限
界
が

問
わ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
。

四
　
小
説
「
白
痴
」
と
の
関
係

本
作
の
最
後
の
方
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
は
誰
に
も
今
も
分
り
ま
せ
ん
。
あ

る
ひ
は
「
孤
独
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
男
は
も
は
や
孤
独
を
怖
れ
る
必
要
が
な
か
つ
た
の
で
す
。

彼
自
ら
が
孤
独
自
体
で
あ
り
ま
し
た
。

　

彼
は
始
め
て
四
方
を
見
廻
し
ま
し
た
。
頭
上
に
花
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
下
に
ひ
つ
そ
り
と
無
限
の
虚
空
が
み
ち
て
ゐ
ま
し
た
。

ひ
そ
ひ
そ
と
花
が
降
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。
外
に
は

何
の
秘
密
も
な
い
の
で
し
た
。

桜
の
森
の
下
の
「
秘
密
」
と
は
「
孤
独
」
か
も
し
れ
な
い
、
と
あ
る
。

孤
独
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
が
強
調
か
引
用
か
は
不
明
だ
が
、
な
ぜ
こ
こ
で
孤

独
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
か
。

周
知
の
よ
う
に
、
孤
独
は
こ
の
時
期
の
坂
口
安
吾
の
作
品
に
お
け
る

キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
同
じ
く
孤
独
と
い
う
語
の
出
て
く
る
作

品
に
「
白
痴
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
一
年
六
月
）
が
あ
る
。
本
作
と
「
白
痴
」

と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、
高
山
京
子
「「
白
痴
」
と
「
桜
の
森
の
満
開

の
下
」
―
坂
口
安
吾
私
観　

そ
の
３
（
注
４
）」

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
白
痴
」
は
昭
和
二
十
一
年
六
月
号
の
「
新
潮
」
に
、
そ
し
て

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
そ
の
一
年
後
、「
肉
体
」
に
発
表
さ
れ

た
。『
坂
口
安
吾
全
集
』
別
巻
所
収
の
七
北
数
人
に
よ
る
年
譜
を
見

れ
ば
、
当
初
、「
桜
の
～
」
は
、「
白
痴
」
に
続
く
作
品
と
し
て
「
新

潮
」
の
編
集
長
・
斎
藤
十
一
に
渡
さ
れ
た
。

筆
者
は
以
前
、「
白
痴
」
に
つ
い
て
拙
文
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る

（
注
５
）。

「
白
痴
」
に
は
「
気
の
違
ひ
さ
う
な
孤
独

（
注
６
）」
と
い
っ
た
言
葉
の
他
に
、「
絶

対
の
孤
独
」
や
「
芋
虫
の
孤
独
」
と
い
っ
た
言
葉
が
出
て
く
る
。
拙
稿

で
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
、
長
谷
川
宏
『
こ
と
ば
へ
の
道

（
注
７
）』

を
参
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照
し
つ
つ
考
え
た
。

長
谷
川
氏
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
言
葉
が
あ
る
か
ら
自
身
を
他
人
や

世
界
と
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、

言
葉
に
関
す
る
何
ら
か
の
危
機
が
生
じ
る
と
、
他
人
や
世
界
と
の
つ
な

が
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐
怖
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
、

他
人
や
他
人
の
住
ま
う
世
界
が
自
分
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
も
の
に

な
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
、「
絶
対
の
孤
独
」
＝
「
気
の
違
ひ
さ
う
な
孤

独
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
白
痴
」
の
女
の
「
芋
虫
の
孤

独
」
と
は
、
他
人
や
世
界
と
の
関
わ
り
が
完
全
に
切
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
状
態
の
こ
と
だ
。
小
説
「
白
痴
」
に
お
い
て
、「
白
痴
」
の
女
は
、
私

た
ち
が
日
常
使
っ
て
い
る
言
葉
の
共
同
性

（
注
８
）に
参
加
し
き
れ
て
い
な
い
存

在
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
伊
沢
と
違
い
、
暗
い
押
入
れ
の
中
で
傍
に

い
る
伊
沢
の
存
在
を
「
忘
れ
果
て
」
て
し
ま
っ
て
い
る
。
言
葉
が
機
能

し
て
お
ら
ず
、
故
に
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状
態
と
言
え
る
。
先
回

り
し
て
言
え
ば
、
本
作
に
お
け
る
「
孤
独
」
は
こ
の
「
白
痴
」
の
女
の

「
芋
虫
の
孤
独
」
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
崇
高
な
も
の
の
経
験
と
は
、
人
の
構
想
力
・
認
識

を
超
え
る
も
の
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
果
て
の
経
験
に
重
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
認
識
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
、『
カ
ン
ト
』
に
は

次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

（
略
）
物
自
体
と
は
一
般
に
、
認
識
し
経
験
す
る
も
の
（
主
観
）
か

ら
独
立
に
、
そ
れ
自
身
に
固
有
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
対
象
（
客

観
）
の
す
が
た
を
さ
す
。（
略
）
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
と
認
識

は
か
な
ら
ず
そ
れ
を
可
能
と
す
る
枠
組
み
の
な
か
で
生
起
す
る
。

逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
た
〈
も
の
〉、
つ
ま
り

「
物
自
体
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
は
あ
て
は
ま
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
物
自
体
は
認
識
さ
れ
な
い
」
と
カ
ン

ト
が
語
る
場
合
の
、
基
本
的
な
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

た
い
し
て
、
経
験
と
認
識
が
そ
の
内
部
で
可
能
と
な
る
枠
組
み
を

か
い
し
て
主
観
に
与
え
ら
れ
た
〈
も
の
〉
が
現
象
で
あ
り
、
そ
れ

だ
け
が
認
識
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
略
）
私
に
と
っ
て
可
能
な
経
験
、
私
が
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
は
す
べ
て
、
空
間
と
時
間
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
現
に
可

能
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
が
、
あ
る
い
は
対
象
の
全
体
と
し
て
の

世
界
が
、
そ
う
し
た
枠
組
み
を
は
な
れ
て
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
、

自
体
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
か
を
、
経
験
す
る

主
観
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
略
）
空
間
と
時
間
は
、
経
験
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
現
象
が
そ
の
う

ち
で
可
能
と
な
る
条
件
な
の
だ
か
ら
、
現
象
の
い
っ
さ
い
を
欠
い

た
空
虚
な
空
間
そ
の
も
の
、
空
虚
な
時
間
そ
の
も
の
の
経
験
は
あ
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り
え
な
い
。
ど
の
よ
う
な
現
象
も
う
ち
に
含
ん
で
い
な
い
よ
う
な

空
間
・
時
間
の
経
験
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
う
つ
ろ
な
経
験

で
あ
り
、
う
つ
ろ
な
経
験
は
し
か
し
経
験
で
は
な
い
。「
世
界
の
果

て
」
の
経
験
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
経
験
は
、
世
界
の
内

部
と
外
部
と
の
両
方
に
わ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ

ど
も
、
そ
の
よ
う
な
経
験
は
、
世
界
の
外
部
に
つ
い
て
は
お
よ
そ

空
虚
で
あ
り
、「
し
た
が
っ
て
可
能
で
は
な
い
」。（
以
上
「
第
一
章
」）

「
世
界
の
果
て
」
は
、
時
間
と
空
間
の
枠
組
み
（
感
性
）
に
お
い
て
認

識
・
経
験
す
る
私
た
ち
に
は
知
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
た

ち
の
認
識
を
超
え
て
い
る
。『
カ
ン
ト
』
で
は
、
我
々
の
認
識
を
超
え
る

も
の
と
し
て
、
崇
高
な
も
の
や
「
物
自
体
」
の
他
に
神
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
以
下
は
『
カ
ン
ト
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

世
界
と
は
「
現
象
の
総
括
」
で
あ
り
、
現
象
の
総
括
と
し
て
の

世
界
は
、
空
間
と
時
間
と
い
う
形
式
と
と
も
に
、
経
験
的
な
遡
源

の
そ
の
つ
ど
拓
か
れ
て
く
る
こ
と
を
、
こ
の
本
の
第
一
章
で
す
で

に
確
認
し
て
お
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
そ
う
し
た

世
界
の
う
ち
に
宿
ら
な
い
。
神
の
存
在
の
か
た
ち
か
ら
時
空
と
い

う
形
式
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
は
世
界
の
う
ち
に
場

所
を
も
た
ず
時
点
を
も
た
な
い
。
神
は
世
界
を
超
越

0

0

し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。（
略
）

（
略
）
世
界
の
原
因
と
し
て
〈
世
界
の
始
ま
り
〉
で
あ
る
「
神
」
は
、

そ
れ
じ
た
い
世
界
の
外
部
を
か
た
ち
づ
く
る
。
神
と
い
う
名
の
世0

界
の
始
ま
り

0

0

0

0

0

を
、「
根
拠
」
と
い
う
始
ま
り
を
、
世
界
の
内
部
で
問

う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

世
界
の
境
界
と
経
験
の
限
界
は
そ
の
つ
ど

0

0

0

0

お
お
い
あ
う
。
経
験

の
境
界
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
世
界
の
限
界
で
あ
る
。
神
は
そ
し

て
、
境
界
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
世
界
の
、
さ
ら
に
そ
の
そ
と

に
あ
る
。
空
間
的
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

か
な
た
に
、
時
空
に
か
ぎ
ら
れ
た
世

界
の
、
非
空
間
的
な
か
な
た

0

0

0

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

 

（
以
上
「
第
二
章
」）

崇
高
な
も
の
や
神
と
い
っ
た
、
人
の
認
識
・
理
性
を
超
え
る
不
可
知

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
言
葉
は
意
味
を
失
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ら

は
証
明
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
本
作
に
は
満
開
の
桜
の
森
の
下
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

（
略
）
花
の
下
の
冷
め
た
さ
は
涯
の
な
い
四
方
か
ら
ど
つ
と
押
し
寄

せ
て
き
ま
し
た
。
彼
の
身
体
は
忽
ち
そ
の
風
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
て

透
明
に
な
り
、
四
方
の
風
は
ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
吹
き
通
り
、
す
で
に
風
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だ
け
が
は
り
つ
め
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
彼
の
声
の
み
が
叫
び
ま
し

た
。
彼
は
走
り
ま
し
た
。
何
と
い
ふ
虚
空
で
せ
う
。
彼
は
泣
き
、

祈
り
、
も
が
き
、
た
ゞ
逃
げ
去
ら
う
と
し
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

花
の
下
を
ぬ
け
だ
し
た
こ
と
が
分
つ
た
と
き
、
夢
の
中
か
ら
我
に

か
へ
つ
た
同
じ
気
持
を
見
出
し
ま
し
た
。

桜
の
森
の
下
、「
彼
の
声
の
み
が
叫
び
ま
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

言
葉
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
境
目
に
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

世
界
の
内
と
外
の
は
ざ
ま
で
、
虚
空
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
世
界
の

外
を
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
恐
怖
。
言
葉
が
意
味
を
失
う
世
界
の
外
部
を

経
験
し
て
し
ま
っ
た
者
が
、
世
界
の
内
部
（
人
間
世
界
）
に
と
ど
ま
る
べ

く
、
言
葉
に
助
け
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
引
用
し
た
が
、
本
作
の
最
後
の
方
に
「
桜
の
森
の
満
開
の
下

の
秘
密
は
誰
に
も
今
も
分
り
ま
せ
ん
。」
と
あ
る
。
答
え
の
な
い
問
い

（「
秘
密
」）
に
つ
い
て
、『
カ
ン
ト
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

問
い
は
不
在
の
深
淵
に
た
い
し
て
む
け
ら
れ
る
。
深
淵
と
は
ま

さ
に
峡
谷
の
あ
い
ま
に
ふ
か
く
抉
ら
れ
た
裂
け
目
、
底
し
れ
な
い

無
の
淵
の
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
谷
間
を
な
す
深
淵
は
、
た
ん
な
る

空
虚
で
あ
る
。
そ
こ
に
答
え
は
な
く
、
問
い
だ
け
が
い
た
ず
ら
に

こ
だ
ま
す
る
。
理
性
の
深
淵
の
な
か
で
、
答
え
の
な
い
問
い
か
け

が
、
ひ
と
り
反
響
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
す

が
た
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
な
く
、
世
界
の
う
ち
で
か
た
ど
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
も
の
、
最
高
存
在
が
不
在
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
る
か

た
ち
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
神
の
痕
跡
な
の
で
あ
る
。

答
え
が
な
く
問
い
だ
け
が
こ
だ
ま
す
る
理
性
の
深
淵
・
空
虚
こ
そ
は
、

最
高
存
在
（
神
・
理
念
）
の
痕
跡
で
あ
る
と
い
う
。
答
え
の
な
い
問
い
の

こ
だ
ま
と
は
「
秘
密
」
と
同
義
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
桜
の
森
の
下

の
経
験
と
は
、
認
識
可
能
な
も
の
と
不
可
知
の
も
の
と
を
分
け
る
境
界

線
上
の
経
験
を
、
理
性
の
深
淵
へ
の
答
え
な
き
問
い
か
け
を
意
味
し
て

い
る
。

本
作
の
山
賊
は
、
山
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
何
度
か
桜
の
満
開
の
下

に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
都
度
理
性
の
危
機
に
瀕
し
て
逃
げ
帰
っ
て
い
る
。

小
説
の
最
後
、
彼
は
逃
げ
る
こ
と
な
く
満
開
の
桜
の
下
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
ま
で
と
違
う
点
は
、
連
れ
の
女
が
鬼
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
小
説
の

最
初
の
方
の
語
り
か
ら
明
ら
か
だ
が
、
二
人
連
れ
で
あ
っ
て
も
、
二
人

と
も
一
目
散
に
花
の
下
か
ら
逃
げ
れ
ば
、
片
方
が
鬼
に
な
る
こ
と
は
な

い
。鬼

と
い
う
人
な
ら
ざ
る
存
在
へ
の
変
化
は
、
境
界
線
を
踏
み
越
え
て
、

不
可
知
の
世
界
へ
と
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
人
間
が
本
来
存
在
し
得
な
い
世
界
の
外
部
で
は
、
言
葉
は
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意
味
を
な
さ
な
い
。
言
葉
が
意
味
を
失
う
以
上
、
狂
気
を
通
り
越
し
て

「
思
念
」
が
「
と
ま
」っ
て
し
ま
う
の
も
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ズ
ム
が
狂
気
を
文
学
に
取
り
入
れ
た
よ
う
に
、
狂
気
は
ま
だ

人
間
世
界
（
言
葉
）
に
か
ろ
う
じ
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

思
念
＝
言
葉
が
消
え
て
し
ま
う
と
、
人
は
自
ら
を
他
人
や
世
界
と
関

係
あ
る
も
の
と
は
実
感
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
他
の
一
切

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
、「
白
痴
」
の
女
の
「
孤
独
」
を
思
わ
せ
る
。

小
説
の
最
後
、
山
賊
は
女
の
顔
に
手
を
伸
ば
す
。
し
か
し
、
他
と
の
つ

な
が
り
を
失
っ
た
彼
は
女
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
前
述

の
よ
う
に
人
間
は
世
界
の
外
部
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
と

山
賊
の
姿
が
か
き
消
え
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
カ
ン
ト
』
に
は
人
間
の
理
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

神
の
理
念
、
よ
り
限
定
し
て
い
え
ば
純
粋
理
性
の
「
理
想
」
は
、

と
は
い
え
、
意
義
を
も
た
な
い
も
の
で
は
な
い
。（
時
間
や
空
間
な
ど

の
―
河
内
注
）
い
っ
さ
い
の
条
件
を
は
ず
れ
た
存
在
、
端
的
に
無

条
件
な
存
在
は
、
条
件
の
系
列
を
そ
の
は
て
ま
で
歩
み
ぬ
こ
う
と

す
る
理
性
が
、
む
し
ろ
必
然
的
に
追
い
も
と
め
て
や
ま
な
い
も
の

で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
存
在
を
「
証
明
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
最
高
存
在
に
つ
い
て
は
、
証
明
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
こ
そ

が
、
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
ひ
と
の
思
考
は
そ
の
ま
え
で
宙
づ
り

と
な
り
、
理
性
が
立
ち
す
く
む
。
理
性
が
立
ち
す
く
ん
で
驚
異
に

う
た
れ
る
存
在
こ
そ
が
、
最
高
存
在
の
名
に
あ
た
い
す
る
は
ず
で

あ
る
。 

（「
第
二
章
」）

人
間
の
理
性
の
深
淵
に
は
不
可
知
の
も
の
＝
「
理
想
」
が
潜
ん
で
い

る
。
自
ら
の
限
界
ま
で
歩
ま
ん
と
す
る
理
性
は
、
そ
の
証
明
不
可
能
な

も
の
・
沈
黙
す
る
他
な
い
も
の
を
追
い
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
理

性
が
自
ら
の
限
界
を
目
指
す
の
を
や
め
た
時
、
人
は
満
開
の
桜
の
下
で

「
陽
気
に
」
酒
を
飲
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
作
は
理
性
の
限
界
、
不
可
知
の
領
域
に
あ
た
う
限
り
近
付
い
た
人

間
を
描
い
た
小
説
と
言
え
る
。
小
説
「
白
痴
」
で
は
、
言
葉
に
よ
っ
て

人
は
他
人
や
世
界
と
つ
な
が
り
、
つ
な
が
っ
て
こ
そ
の
人
間
だ
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
く
み
取
れ
る
。
言
葉
を
求
め
、
世
界
と
の
つ
な
が
り
を

求
め
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
だ
が
、
本
作
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
言

葉
が
吸
い
込
ま
れ
て
消
え
て
し
ま
う
理
性
の
深
淵
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
か

ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
地
点
を
目
指
す
の
も
ま
た
人
間
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
。
本
作
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
昭
和
十
六
年
七
月
）

と
絡
め
て
坂
口
安
吾
の
文
学
観
な
ど
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
安
吾
作
品
に
お
け
る
人
間
観
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
も
の
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と
言
え
よ
う
。注

注
1　

以
下
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
本
文
の
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集　

０

５
』（
平
成
十
年
六
月　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る

引
用
文
中
の
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

注
2　

女
の
首
遊
び
が
醜
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
顔
の
形
が
崩
れ
る
ほ
ど
女
が

喜
ぶ
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
女
が
山
賊
の
女
房
の
う
ち
、
綺
麗

な
者
か
ら
殺
さ
せ
、
最
も
醜
い
女
だ
け
を
残
す
、
つ
ま
り
、
殺
さ
せ
る
最

も
美
し
い
女
と
最
も
醜
い
女
が
残
る
こ
と
も
、
後
述
す
る
美
醜
と
い
う

テ
ー
マ
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

注
3　

シ
リ
ー
ズ
・
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
、
第
八
刷
、
平
成
二
十
年
十
一
月
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
出
版
。
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
坂
口
安
吾
「
ぐ
う
た
ら
戦
記
」

（『
文
化
展
望
』
昭
和
二
十
二
年
一
月
）
で
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批

判
』
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注
4　
『
現
代
文
学
史
研
究　

第
二
十
三
集
』（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
）。

注
5　

河
内
重
雄
「
坂
口
安
吾
「
白
痴
」
論
―
言
葉
へ
の
意
識
を
出
発
点
に
」

（『
語
文
研
究
』
平
成
二
十
六
年
十
二
月
）。

注
6　

以
下
、「
白
痴
」
本
文
の
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集　

０
４
』（
平
成
十
年

五
月　

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

注
7　

平
成
二
十
四
年
八
月
、
講
談
社
。

注
8　

言
葉
の
共
同
性
に
つ
い
て
は
、『
こ
と
ば
へ
の
道
』
に
次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
る
。

　
　
　

人
間
と
は
、
こ
と
ば
を
交
す
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

と
と
も
に
、
こ
と
ば
を
交
さ

ざ
る
を
え
な
い

0

0

0

0

0

0

存
在
だ
。
で
き
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
人
間
は
普
遍

的
か
つ
象
徴
的
な
共
同
性
に
参
与
す
る
し
、
こ
れ
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る

資
格
を
獲
得
す
る
し
、
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
う

い
う
共
同
性
と
の
か
か
わ
り
を
不
断
に
強
制
さ
れ
る
。（
略
）
こ
と
ば
を

交
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
の
共
同
性
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
と
ば
の
共
同
性
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
は
、
こ
と
ば

が
共
同
存
在
と
し
て
の
人
間
の
本
質
に
根
ざ
す
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

（
こ
う
ち　

し
げ
お
・
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
准
教
授
）




