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一　

は
じ
め
に

　

森
鷗
外
と
夏
目
漱
石
と
い
う
両
大
家
の
序
文
を
掲
げ
た
木
下
杢
太
郎
の
処
女
小
説
集
『
唐
草
表
紙
』（
地
下
一
尺
集
第
三
）
は
、
大
正
四
年
二
月

に
正
確
堂
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
一
八
編
の
作
品
が
収
め
ら
れ
た
こ
の
作
品
集
は
、
現
在
ま
で
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
看
過
さ
れ
て
き
た
。

　

刊
行
当
時
の
同
時
代
評
で
は
、「
早
稲
田
文
学
」
大
正
四
年
四
月
号
の
彙
報
欄
に
お
け
る
新
刊
書
一
覧
の
項
が
、
こ
の
作
品
集
に
お
け
る
「
繊
細

な
官
能
」「
豊
潤
な
情
調
」
を
評
価
し
な
が
ら
も
、「
白
日
世
界
の
文
芸
の
多
い
今
の
文
壇
」
に
あ
っ
て
は
、「
異
端
者
の
小
説
集
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
同
様
に
、
森
鷗
外
も
単
行
本
「
序
文
」
で
、
こ
の
作
品
集
が
批
評
の
対
象
と
な
ら
な
い
理
由
を
「
現
今
流
行
す
る
小
説
と
歩
驟
を
異
に
し
て

ゐ
る
」
た
め
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
同
時
代
に
あ
っ
て
、
文
学
の
傍
流
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
の
作
品
集
は
、
現
在
に
お
い
て
は
作
品
集

前
半
部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
幼
少
年
期
回
顧
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
一
連
の
作
品
に
集
中
し
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。具
体
的
に
は
、「
硝
子
問
屋
」

（
明
治
四
四
年
九
月
「
ス
バ
ル
」
）、「
山
の
焼
け
た
る
日
の
夕
が
た
」（
初
出
未
詳
）、「
沖
の
龍
巻
」（
初
出
未
詳
）、「
珊
瑚
珠
の
根
付
」（
明
治
四
五

年
三
月
「
ス
バ
ル
」
）、「
夷
講
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
」（
大
正
二
年
三
月
「
三
田
文
学
」
）、「
柏
屋
」（
大
正
二
年
七
月
「
三
田
文
学
」
）、「
葬
式

の
前
の
日
の
こ
と
」（
大
正
二
年
一
〇
月
「
三
田
文
学
」
）
と
い
っ
た
作
品
で
あ
る
が

Б
、
こ
れ
ら
は
、「
生
家
の
子
供
杢
太
郎
の
、
目
覚
め
ゆ
く
感
性

の
記
録

В

」
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
作
家
の
自
伝
的
要
素
と
直
結
し
た
か
た
ち
で
読
ま
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
鷗
外
と
漱
石
の
序
文
で
の
本
作
品
集
評
価
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、『
唐
草
表
紙
』
全
体
も
、
そ
の
「
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
と
い
っ
た
五

官
の
官
能
美
の
複
雑
な
ひ
だ
か
ら
発
し
た
模
糊
と
し
た
人
生
描
写
」
や
、「
個
人
的
趣
味
性
の
強
い
点
描
派
、
な
い
し
印
象
派
の
作
品
群

Г

」
と
い
う

よ
う
な
、
杢
太
郎
に
特
徴
的
な
情
緒
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
る
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
現
技
法
も
ま
た
、
幼
少
年
期
の
追

憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
も
つ
作
品
集
前
半
部
の
特
質
を
す
く
い
上
げ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
作
品
集
後
半
部
に
描
か
れ
た
、
青
年
を
主
人
公
と
し

た
作
品
を
含
む
『
唐
草
表
紙
』
全
体
の
評
価
と
は
言
い
難
い
。

　

本
稿
で
は
、
青
年
期
が
描
か
れ
た
作
品
の
中
で
も
特
に
、「
荒
布
橋
」（
明
治
四
二
年
一
月「
ス
バ
ル
」
）、「
六
月
の
夜
」（
明
治
四
二
年
一
一
月「
ス

バ
ル
」
）、「
河
岸
の
夜
」（
明
治
四
五
年
三
月
「
三
田
文
学
」
）
と
い
っ
た
作
品
を
中
心
に
論
じ
、
近
代
日
本
に
生
き
る
青
年
た
ち
の
、
描
か
れ
た
苦

悩
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
作
品
集
前
半
の
幼
少
年
期
も
の
に
担
わ
さ
れ
た
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
『
唐
草

表
紙
』
全
体
の
新
た
な
評
価
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二　

寄
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
個
人
主
義

　
「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
彼
」
は
、
一
種
の
デ
ラ
シ
ネ
で
あ
り
、
依
拠
す
べ
き
国
家
や
共
同
体
を
見
失
っ
た
青
年
で
あ
る
。
芸
術
家
を

志
し
て
い
た
か
つ
て
の
「
彼
」
は
、「
サ
ロ
メ
の
画
を
か
い
た
人
の
国
、「
悪フ

レ
エ
ル
・
ド
・
マ
ル

の
華
」
を
産
ん
だ
国
、「
地ポ

オ
ル
ト
・
ダ
ン
フ
エ
ル

獄
の
扉
」
を
製
作
し
つ
つ
あ
る
国
に

自
分
は
な
ぜ
生
れ
な
か
つ
た
ら
う
」
と
い
う
煩
悶
を
抱
き
、
東
京
市
中
を
放
浪
す
る
生
活
に
入
っ
た
。
さ
ら
に
彼
の
煩
悶
の
中
に
は
、「
彼
」
を
抑

圧
す
る
旧
道
徳
に
対
す
る
反
抗
も
あ
っ
た
。
入
学
試
験
に
失
敗
し
食
欲
不
振
に
陥
っ
た
「
彼
」
に
対
し
、
そ
の
「
年
と
つ
た
母
」
は
、「
男
は
ど
ん

な
時
で
も
決
し
て
そ
ん
な
弱
い
顔
を
示
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
諭
す
。
こ
の
教
え
に
従
っ
て
、「
彼
」
は
「
喜
ば
し
き
時
に
冷
淡
に
し
、
悲
し
き
時

に
微
笑
す
る
習
慣
」
を
身
に
つ
け
る
。
彼
は
、
自
身
の
あ
り
の
ま
ま
の
感
情
を
率
直
に
表
現
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
あ
る
べ
き
理
想
の
「
男
」
の
役
を

演
じ
る
。
し
か
し
そ
ん
な
自
身
の
姿
と
は
対
照
的
に
、
西
欧
の
芸
術
に
は
「
烈
し
い
情
熱
、
恣
な
人
間
の
情
緒
生
活
」
そ
の
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
西
欧
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
芸
術
を
生
み
出
す
土
壌
と
は
な
り
得
な
い
日
本
と
い
う
国
や
、
ま
た
、
個

人
の
「
情
熱
」
や
自
由
な
「
人
間
の
情
緒
生
活
」
を
抑
圧
す
る
旧
道
徳
に
反
抗
し
、
西
欧
に
対
す
る
憧
憬
を
募
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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一
人
称
で
語
ら
れ
る
「
荒
布
橋
」
の
「
予
」
も
、「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
と
同
じ
く
国
家
や
道
徳
に
反
抗
す
る
青
年
で
あ
る
。「
男
は
女
を
、
親

は
子
を
、
学
校
は
生
徒
を
、
国
家
は
民
衆
を
愛
せ
な
い
で
、
唯
楽
欲
を
、
恋
の
理
想
を
、
試
験
を
、
法
律
を
、
…
…
…
各
自
己
の
狭
い
理
想
を
他
人

の
上
に
望
ん
で
居
た
」
と
し
て
、
男
女
の
恋
愛
関
係
と
い
っ
た
最
小
単
位
の
人
間
関
係
か
ら
、
国
家
と
民
衆
と
の
関
係
ま
で
を
並
置
し
、
そ
こ
に
、

一
方
が
一
方
の
上
に
「
狭
い
理
想
」
を
望
む
と
い
う
力
関
係
の
構
図
を
見
出
す
。
そ
う
い
っ
た
力
関
係
の
下
位
に
あ
っ
た
「
予
」
に
と
っ
て
、
他
人

の
理
想
通
り
に
振
る
舞
お
う
と
す
る
習
慣
は
、
他
人
に
対
す
る
「
甘
へ
る
心
」
を
抑
圧
す
る
と
い
う
「
回
復
す
可
か
ら
ざ
る
深
手
」
を
負
わ
せ
る
の

で
あ
る
。
親
や
学
校
、
更
に
は
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
理
想
的
人
間
像
が
圧
迫
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、
両
作
品
は
一
致

し
た
青
年
の
苦
悩
を
表
現
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
永
井
荷
風
も
『
冷
笑
』（
明
治
四
二
年
一
二
月
〜
明
治
四
三
年
二
月
「
東
京
朝
日
新
聞
」
）
の
中

で
吉
野
紅
雨
に
、「
私
は
子
供
の
時
分
家
庭
や
学
校
か
ら
受
け
た
教
育
の
如
何
を
回
想
し
て
見
る
と
、
日
本
人
ほ
ど
自
然
の
行
為
と
其
れ
か
ら
得
ら

れ
る
正
当
な
快
楽
を
恐
れ
誡
め
る
国
民
は
他
に
あ
る
ま
い
と
思
ふ

Д

」
と
語
ら
せ
て
い
る
が
、「
自
己
の
狭
い
理
想
を
他
人
の
上
に
望
」
む
よ
う
な
考

え
は
、
夏
目
漱
石
が
「
文
芸
と
道
徳

Е

」（
明
治
四
四
年
八
月
）
で
述
べ
る
よ
う
に
、
明
治
末
年
に
は
「
昔
の
道
徳
」
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

理
想
の
鋳
型
に
個
人
を
は
め
込
み
、
そ
こ
か
ら
で
き
る
画
一
化
さ
れ
た
人
間
像
に
反
抗
す
る
青
年
た
ち
が
、「
恣
な
人
間
の
情
緒
生
活
」
が
表
現
さ

れ
た
西
欧
の
芸
術
と
、
そ
れ
を
産
み
出
す
土
壌
と
な
っ
た
西
欧
と
い
う
国
に
憧
憬
の
念
を
抱
く
の
も
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
日
本
の
地
の
中
で
は
二
十
年
以
上
に
渡
っ
て
染
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
習
慣
に
反
抗
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
「
六
月
の
夜
」
の
「
彼
」

は
「
疲
労
困
憊
」
を
覚
え
、「
神
経
衰
弱
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
諦
念
に
至
り
、
小
説
家
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
か
つ
て
の
自

分
を
否
定
し
、
実
業
に
就
か
な
か
っ
た
事
を
後
悔
す
る
。
そ
し
て
、「
恣
な
人
間
の
情
緒
生
活
」
を
表
現
す
る
芸
術
家
と
は
対
照
的
に
、「
意
志
の
世

界
」
に
生
き
る
こ
と
を
新
た
に
目
指
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
絶
望
の
果
て
に
生
き
方
を
模
索
す
る
う
ち
に
、
感
情
・
情
緒
と
い
っ
た
も
の
は
抑
制
さ

れ
「
意
志
」
や
「
知
識
」
と
い
っ
た
も
の
に
優
位
性
が
お
か
れ
る
新
た
な
方
向
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
は
強
者
に
成
り
た
い
と
始
終
思
つ
て
居
る
。
な
ら
う
事
な
ら
一
種
の
超
人
に
な
り
た
い
。
自
分
の
体
、
心
の
凡
て
の
も
の
の
主
権
を
自
分
の

脳
髄
に
握
ら
せ
た
い
。
そ
の
為
め
に
は
彼
の
精
神
の
大
統
一
は
意
志
統
一
の
下
に
従
属
す
る
広
大
な
る
知
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
情
は
遙
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か
下
方
に
鎮
圧
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
何
故
と
な
れ
ば
一
つ
の
感
情
は
他
の
感
情
の
波
動
を
よ
び
起
す
。
そ
の
上
更
に
他
人
の
感
情
の
共

鳴
を
ま
で
も
要
求
す
る
。
結
局
個
人
の
尊
厳
は
害
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

　

こ
こ
で
は
「
彼
」
が
、
か
つ
て
強
く
憧
れ
を
持
っ
た
情
緒
の
自
由
な
発
露
は
、「
他
人
の
感
情
の
共
鳴
」
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、「
感
情
の
共
鳴
」
の
下
に
他
人
と
の
間
に
生
ま
れ
る
連
帯
感
が
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
侵
犯
す
る
も
の
で
あ
る
と
「
彼
」
は
考
え
る

の
で
あ
る
。
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』（
明
治
四
二
年
六
月
〜
一
〇
月
「
東
京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」
）
の
代
助
は
、
人
間
は
「
文
明
」、

つ
ま
り
外
的
な
力
に
よ
っ
て
「
孤
立
」
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
杢
太
郎
の
作
品
に
お
い
て
は
、
他
人
と
の
連
帯
感
か
ら
あ
え
て

背
を
向
け
、
意
識
的
に
個
人
主
義
的
な
生
き
方
を
選
択
す
る
青
年
像
が
造
形
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
両
者
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　

引
用
部
に
あ
る
よ
う
に
、「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
の
「
彼
」
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
超
人
」
願
望
を
抱
い
た
知
識
人
の
一
種
の
型
が
示
さ
れ

て
い
る
。
明
治
三
〇
年
代
に
ニ
ー
チ
ェ
が
我
が
国
に
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
た
当
時
、
一
高
生
で
あ
っ
た
杢
太
郎
も
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
か
ら
の
強
い
影
響

を
受
け
た
。
四
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
も
杢
太
郎
の
日
記
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
言
及
し
た
箇
所
が
度
々
見
ら
れ
る
が

Ё

、「
六
月
の
夜
」
執
筆
の
半
年

程
前
の
日
記
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

Ж

。

図
書
館
に
てN

ietzsche, Jenseits von Gut und Böse
を
読
む
。

N
ietzsche

は
兎
に
角
吾
人
に
力
を
与
へ
る
。
自
分
に
頼
れ
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
る
。
尤
も
貴
く
、
価
値
あ
る
人
も
、
自
分
以
外
の
人
で
は
駄

目
だ
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
る
。
自
分
以
外
の
も
の
は
、
宗
教
で
も
道
徳
で
も
、
凡
て
破
壊
す
可
き Convention

だ
と
い
ふ
こ
と
を
教
へ
る
。（
中

略
）N

ietzsche

は
常
に
予
をConvention

の
圧
迫
よ
り
自
由
に
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
自
分
以
外
の
人
間
は
お
ろ
か
、
宗
教
や
道
徳
さ
え
も
ま
た
、「
破
壊
す
可
き Convention

」
で
あ
る
と
す
る
当
時
の
ニ
ー
チ
ェ
観

が
、
因
習
か
ら
「
圧
迫
」
を
受
け
て
い
る
人
間
を
「
自
由
」
に
し
う
る
も
の
と
し
て
、
杢
太
郎
に
影
響
力
の
あ
っ
た
様
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
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た
、「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
に
お
い
て
も
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
は
、
自
分
を
抑
圧
す
る
あ
ら
ゆ
る
因
習
か
ら
自
己
の
尊
厳
を
守
ろ
う
と
す
る
最
後
の

方
途
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

個
人
性
を
無
視
し
、
あ
り
得
べ
き
理
想
の
型
ど
お
り
に
生
き
る
こ
と
を
迫
る
旧
道
徳
へ
の
反
抗
と
、
反
抗
の
手
段
と
し
て
選
ば
れ
た
、
個
人
性
を

高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
芸
術
を
成
す
こ
と
の
挫
折
が
「
彼
」
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
守
り
た
い
と
い
う
「
彼
」
の
希
求
は
一

転
し
て
、「
意
志
」
を
優
位
に
置
き
、
他
人
と
の
感
情
の
共
鳴
を
回
避
す
る
こ
と
で
個
を
守
る
と
い
う
屈
折
し
た
個
人
主
義
の
形
と
な
っ
て
表
れ
る
。

　

し
か
し
、
や
が
て
個
人
主
義
的
な
生
き
方
は
「
彼
」
を
苦
し
め
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
契
機
は
、「
日
本
人
の
心
を
動

か
す
」
太
棹
の
響
き
に
あ
っ
た
。

三　

遺
伝
と
い
う
実
感

　
「
月
が
こ
の
世
界
を
別
の
世
界
で
あ
る
か
の
如
く
、
銀
緑
の
気エ

エ

零テ
ル

で
鍍
金
」
し
て
い
る
東
京
の
夜
の
町
を
、
女
と
連
れ
立
つ
「
六
月
の
夜
」
の
「
彼
」

は
、
河
岸
沿
い
で
「
無
言
に
沈
々
た
る
エ
エ
テ
ル
の
世
界
に
見
入
つ
て
ゐ
る
」。
そ
こ
に
太
棹
の
響
き
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
知
れ
ず
響
い
て
く
る
の

で
あ
る
。
心
が
無
の
状
態
に
近
い
時
、
そ
の
空
隙
に
不
意
に
聞
こ
え
た
太
棹
の
音
は
、「
彼
」
に
次
の
よ
う
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
。

　

数
條
の
絃
は
能
く
、
彼
の
後
天
的
の
似
而
非
悟
性
の
殻
を
破
つ
て
、
恐
る
可
き
遺
伝
の
熱
暗
流
に
噴
火
口
を
開
く
の
で
あ
る
。

　

彼
の
目
の
前
に
、
世
紀
の
コ
ン
ヱ
ン
シ
オ
ン
に
圧
さ
れ
乍
ら
、
そ
れ
も
気
付
か
な
く
て
自
ら
苦
め
る
男
の
姿
が
浮
ん
だ

　

太
棹
の
音
は
、
突
如
と
し
て
「
彼
」
に
二
つ
の
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。
一
つ
は
後
天
的
な
「
似
而
非
悟
性
の
殻
を
破
つ
て
」
迸
る
「
遺
伝
の
熱
」

が
身
内
に
実
感
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
自
身
を
「
世
紀
の
コ
ン
ヱ
ン
シ
オ
ン
」
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
男

と
し
て
、
客
観
視
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
彼
」
は
、
耳
に
し
た
太
棹
の
音
を
契
機
と
し
て
、
日
本
的
な
る
音
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
認
識
を
述
べ
る
。
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実
際
タ
ン
ホ
イ
ゼ
ル
の
進
行
曲
よ
り
も
、
第
九
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
よ
り
も
、
う
ち
顫
ふ
セ
ロ
の
歎
か
ひ
、
歓
び
の
凝
れ
る
が
如
き
長
唄
、
乃
至

小
走
り
に
走
る
女
の
躓
き
転
ば
ん
と
す
る
や
う
な
、
あ
え
か
な
哥
沢
の
節
よ
り
も
、
黄
銅
の
波
の
や
う
に
濁
つ
た
重
い
太
棹
の
び
い
ん
と
沈
ん

で
ゆ
く
音
ほ
ど
、
日
本
人
の
心
を
動
か
す
も
の
は
無
い
と
、
彼
は
信
じ
て
居
た

　

太
棹
の
響
き
の
前
に
「
い
ま
ま
で
冷
し
に
冷
し
、
圧
し
に
圧
し
て
ゐ
た
情
操
の
、
腹
の
底
で
蛇
の
や
う
に
頭
を
擡
げ
る
」
の
を
感
じ
た
「
彼
」
は
、

「
善
悪
の
あ
な
た
に
、
寂
し
い
個
人
主
義
の
頂
き
に
…
…
」
と
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
つ
ぶ
や
く
が
、「
彼
」
の
心
の
中
の
〈
情
操
の
蛇
〉
は
静
ま
ら
な

い
。
か
つ
て
、「
日
本
は
到
底
芸
術
の
国
で
は
無
い
、
日
本
人
は
決
し
て
真
に
芸
術
を
崇
拝
す
る
人
種
で
は
無
い
」
と
、
日
本
と
い
う
国
を
詛
い
、

日
本
の
道
徳
か
ら
も
背
を
向
け
た
「
彼
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
や
第
九
と
い
っ
た
西
欧
の
音
楽
よ
り
も
、
日
本
音
楽
の
方

に
感
情
の
揺
ら
ぎ
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
自
覚
が
、
後
天
的
に
受
容
さ
れ
た
西
欧
芸
術
や
西
欧
思
想
か
ら
は
決
し
て

受
け
継
が
れ
な
い
「
遺
伝
」
と
し
て
実
感
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
唐
草
表
紙
』
所
収
の
作
品
に
は
他
に
も
、
日
本
音
楽
、
或
い
は
日
本
的
な
音
を
媒
介
と
し
て
主
人
公
に
「
遺
伝
」
が
自
覚
さ
れ
て
い
く
箇
所
が

幾
つ
も
み
ら
れ
る
。
少
年
期
へ
の
追
憶
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
「
夷
講
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
」
で
は
、
母
親
が
三
味
線
を
取
り
出
し
「
短
い
唄
を

歌
ふ
と
き
」、
子
供
心
に
も
「
情
操
の
世
界
」
が
「
怪
し
く
」
揺
ら
い
だ
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。
三
味
線
の
音
色
と
母
親
の
唄
に
揺
さ
ぶ
ら
れ

る
「
情
操
」
を
、「
わ
た
し
」
は
「
情
の
世
界
」
の
「
遺
伝
」
で
あ
る
と
語
る
。
ま
た
、「
六
月
の
夜
」
の
「
彼
」
も
、
子
供
の
時
、
歌
舞
伎
『
清
正

誠
忠
録
』
の
豊
国
祭
の
場
に
涙
し
た
そ
の
感
激
の
源
を
「
彼
一
人
の
情
で
な
く
て
、
遺
伝
に
相
違
な
い
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
唐

草
表
紙
』
に
は
、「
遺
伝
」
と
呼
ぶ
他
な
い
「
情
」
の
世
界
の
揺
ら
ぎ
を
自
覚
す
る
主
人
公
、
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
同
時

代
に
お
い
て
は
、
日
本
の
近
代
化
を
厳
し
く
批
判
し
、
西
洋
の
文
化
の
在
り
方
を
肯
定
的
に
み
て
い
た
明
治
末
年
の
永
井
荷
風
に
も
、
同
様
の
モ
テ

ィ
ー
フ
が
み
ら
れ
る
。
荷
風
は
随
筆
「
楽
器
」（
明
治
四
四
年
一
一
月
「
三
田
文
学
」
）
で
、
少
年
時
に
聴
い
た
尺
八
の
音
色
や
、「
祭
り
の
夜
の
太

鼓
の
音
」、
そ
し
て
三
味
線
の
音
色
に
対
す
る
自
身
の
感
動
の
源
に
、
遺
伝
の
力
を
確
信
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
音
が
、
少
年
時
の
荷
風

に
と
っ
て
は
初
め
て
耳
に
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
決
し
て
其
の
時
か
ら
で
は
な
く
て
、
已
に
自
分
の
生
れ
ぬ
先
き
か
ら
幾
度
と
な
く
聞
い
た
事
の
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木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

あ
る
や
う
な
心
持
を
さ
せ
る

З

」
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
か
に
西
洋
を
賛
美
し
よ
う
と
も
、
近
代
化
に
侵
さ
れ
て
い
な
い
「
音
」
の
領
域
で

は
、「
遺
伝
」、
あ
る
い
は
荷
風
に
あ
っ
て
は
「
伝
説
」
と
も
表
さ
れ
る
力
が
、
日
本
人
と
し
て
の
実
感
を
与
え
る
も
の
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る

И

。

　

杢
太
郎
の
「
河
岸
の
夜
」
で
は
、
近
代
化
さ
れ
た
風
景
と
前
近
代
的
な
そ
れ
と
が
混
然
一
体
と
な
っ
た
都
市
の
中
で
、
前
近
代
的
な
音
を
耳
に
す

る
印
象
的
な
場
面
が
描
か
れ
る
。
冒
頭
、
三
人
の
青
年
が
歩
く
都
市
風
景
は
、「
旧
い
城
の
礎
と
古
風
の
橋
」、
そ
し
て
「
松
や
杉
」
の
木
立
を
前
景

と
し
て
「
黄
金
、
緑
玉
、
紅
玉
の
燈
火
を
一
面
に
鏤
め
て
居
る
」
新
旧
が
混
和
し
た
銀
座
と
思
わ
れ
る
都
会
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
三
人
は
日
本
橋
を

目
指
し
て
歩
を
進
め
る
が
、
日
本
橋
界
隈
で
は
、
月
夜
に
照
ら
さ
れ
た
青
い
河
面
に
映
る「
車
屋
の
提
灯
」の
火
影
と
い
っ
た
浮
世
絵
的
な
風
景
を
、

「
ヰ
ス
ラ
ア
と
広
重
と
の
交

ア
ラ
ン
ジ
マ
ン

錯
」
と
感
じ
と
る
。
こ
こ
に
は
、
前
近
代
的
な
都
市
風
景
と
近
代
的
な
そ
れ
が
、
さ
ら
に
、
西
欧
的
な
感
性
と
日
本
的

な
感
性
と
の
交
錯
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、「
パ
ン
の
会
」
で
の
活
動
当
時
の
杢
太
郎
は
、
新
旧
混
然
一
体
と
な
っ
た
都
市
風
景
を
、「
不
可
思
議
国
」

と
名
付
け
、「
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
の
一
分
子
」
と
し
て
詩
作
の
対
象
と
し
て
い
た

КУ

。
し
か
し
、「
河
岸
の
夜
」
に
お
い
て
は
、
右
記
の
よ
う
な
都
市
に
流

れ
る
日
本
的
な
音
は
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

美
術
家
の
青
年
が
一
人
帰
路
に
つ
い
た
後
、
詩
人
と
「
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
な
文
学
好
き
」
の
青
年
は
江
戸
橋
の
上
に
佇
む
。
青
年
た
ち
は
下
町
の
風

情
に
次
の
よ
う
に
心
を
寄
せ
て
い
く
。

ま
た
そ
こ
こ
こ
に
鍋
焼
饂
飩
、
炊
り
た
て
の
豆
屋
の
声
が
す
る
。
さ
う
云
ふ
物
声
を
聞
き
な
が
ら
、
静
か
に
桟
橋
の
上
に
蹲
踞
し
て
水
の
面
を

見
て
ゐ
る
と
、
少
年
時
に
見
た
芝
居
の
印
象
、
ま
た
そ
の
時
の
情
調
な
ど
が
切
れ
ぎ
れ
に
思
ひ
出
さ
れ
て
く
る
。
向
う
河
岸
の
白
壁
と
柳
、
黄

ろ
い
燈
の
二
階
の
窓
、
そ
れ
か
ら
上
手
へ
渡
し
た
橋
の
欄
干
、
ま
た
按
摩
の
笛
、
座
頭
の
小
僧
、
鍋
焼
饂
飩
に
鳶
の
者
、
チ
ヨ
ボ
の
浄
瑠
璃
と

時
花
唄

│
そ
ん
な
寂
し
い
幕
の
あ
と
に
は
屹
度
賑
か
な
楽
屋
の
囃
に
、
ず
ら
り
と
燈
の
つ
い
た
曲
輪
の
景
色
が
続
く
…
…
…
と
、
一
々
詳
し

く
は
覚
え
て
ゐ
な
い
が
、
兎
に
角
か
う
い
ふ
情
趣
の
戯
曲
乃
至
其
他
の
芸
術
は
、
確
か
に
こ
の
都
会
の
昔
の
文
明
が
生
ん
だ
一
種
の
「
真
」
に

は
相
違
な
い
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こ
の
場
面
は
「
二
人
」
と
い
う
主
体
で
始
ま
っ
て
お
り
、
少
年
時
に
見
た
芝
居
の
印
象
を
思
い
出
し
て
い
る
の
が
二
人
の
内
の
い
ず
れ
な
の
か
、

あ
る
い
は
、「
こ
の
都
会
の
昔
の
文
明
が
生
ん
だ
一
種
の
「
真
」」
と
し
て
の
芸
術
を
確
信
し
て
い
る
主
体
が
ど
ち
ら
の
青
年
で
あ
る
の
か
は
判
然
と

し
な
い
。
む
し
ろ
語
り
手
と
二
人
の
青
年
の
感
慨
が
一
体
と
な
っ
て
、
過
去
か
ら
受
け
継
が
れ
た
「
文
明
」
を
自
身
の
内
に
実
感
し
て
い
る
場
面
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
続
く
場
面
で
詩
人
の
青
年
は
、
徳
川
の
芸
術
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
情
調
」
が
、
彼
ら
の
「
心
の
中
に
隠
れ
て
居
る
」
こ
と
、
そ

し
て
、「
感
情
は
保
守
的
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
自
己
の
内
部
に
存
在
す
る
本
質
的
な
部
分
に
言
及
す
る
。
近
代
都
市
の
風
景
を
一
種
遊
戯
的

に
「
ヰ
ス
ラ
ア
と
広
重
と
の
交

ア
ラ
ン
ジ
マ
ン
錯
」
と
名
づ
け
て
み
て
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
保
守
的
」
な
感
情
そ
の
も
の
が
優
位
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
代
化
は
そ
れ
ま
で
培
わ
れ
て
き
た
歴
史
と
の
深
い
断
絶
を
強
い
た
が
、
外
部
に
お
け
る
分
断
と
は
無
関
係
に
、
耳
と
い
う
器
官
に
は「
通

時
的
に
連
続
し
て
い
る
性
質
」
が
あ
る
と
し
た
の
は
樋
口
覚
氏
で
あ
る
。
さ
ら
に
氏
は
「
江
戸
三
百
年
よ
り
直
接
し
て
い
る
近
代
日
本
人
の
耳
が
、

楽
音
と
し
て
最
も
敏
感
に
反
応
し
た
一
つ
が
三
絃
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が

КФ

、『
唐
草
表
紙
』
に
お
い
て
も
、
自
身
の
な
か
に
「
通
時
的
に
連

続
し
て
い
る
」
も
の
、
つ
ま
り
「
遺
伝
」
を
実
感
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
耳
と
い
う
器
官
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
特
に
「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
観
を
喪
失
し
、
依
拠
す
べ
き
共
同
体
を
も
求
め
ず
個
人
主
義
を
標
榜

し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
遺
伝
」
と
い
う
、
通
時
的
な
歴
史
性
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
必
然
的
に
民
族
共
同
体
の
共
通
の
感
性
に
通
じ
る
他
な
い
感
覚

を
実
感
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
大
き
な
転
換
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

永
井
荷
風
の
例
に
み
た
よ
う
に
、
日
本
的
な
音
を
媒
介
と
し
て
自
身
の
内
に
「
遺
伝
」
を
自
覚
す
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
同
時
代
性
が
み
ら

れ
る
の
だ
が

КХ

、
大
塚
英
志
氏
は
、
近
代
的
な
知
の
領
域
と
し
て
の
そ
れ
に
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
影
響
が
大
き
く
及
ん
で
い
る
と
し
て
、
夏
目
漱

石
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
二
人
の
作
品
を
軸
に
「
遺
伝
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

КЦ

。
ハ
ー
ン
は
、「
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
援
用
」

と
し
て
、「「
組
織
化
さ
れ
た
記
憶
」
が
「
本
能
」
と
し
て
「
遺
伝
」
す
る
」
と
考
え
た

КЧ

。

　

例
え
ば
、
ハ
ー
ン
に
、「
医
者
」
と
「
寄
宿
人
」、「
旅
人
」
の
三
人
の
会
話
を
中
心
と
し
た
「
遺
伝
的
記
憶
」
と
い
う
短
篇
が
あ
る

КШ

。
こ
の
中
で
「
医

者
」
は
、「
始
め
て
何
か
或
る
新
し
い
も
の
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
場
合
」、「
心
中
に
於
け
る
奇
異
な
る
反
響
の
た
め
」
に
「
驚
愕
を
感
ず
る
」



四
九

木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

と
言
う
。
こ
の
「
反
響
」
が
す
な
わ
ち
「
遺
伝
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
共
は
そ
の
新
し
い
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
確
実
に
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
も
、
い
つ
か
限
り
な

く
隔
絶
せ
る
時
期
に
於
て
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
す

　

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
「
医
者
」
の
説
明
は
、
先
に
挙
げ
た
荷
風
の
「
楽
器
」
の
一
節
に
非
常
に
近
し
い
。
ま
た
ハ
ー
ン
が
、「
遺
伝
」
と
称
す
る

他
な
い
実
感
を
「
驚
愕
」
と
い
い
、
荷
風
も
ま
た
「
人
間
の
霊
性
の
驚
き

КЩ

」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
両
者
の
実
感
の
強
度
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
山
下
重
一
氏
は
、
ハ
ー
ン
が
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
「
強
烈
な
洗
礼
」
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
、
ハ
ー
ン
の
東
大
で
の
講
義
で

あ
る
「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
哲
学
（V

ictorian Philosophy

）
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が

КЪ

、
こ
の
中
で
ハ
ー
ン
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
援
用
し
て
「
遺

伝
と
い
う
光
」
こ
そ
が
、
人
間
の
「
感
覚
と
思
想
と
の
謎
」
を
解
く
鍵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、「
本
能
と
直
感
と
は
、
そ

の
個
人
の
も
の
で
は
な
く
て
、
過
去
幾
生
涯
の
相
伝
」
で
あ
り
、「
本
能
」
は
過
去
か
ら
の
「
複
合
的
記
憶
」
で
あ
る
と
ス
ペ
ン
サ
ー
は
み
な
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、『
唐
草
表
紙
』
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
遺
伝
」
の
実
感
も
そ
れ
が
音
と
い
う
感
覚
を
通
じ
て
直
接
に

実
感
さ
れ
て
い
る
点
で
、
他
な
ら
ぬ
「
本
能
と
直
感
」
の
力
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
心
中
に
潜
む
「
本
能
と
直
感
」
を
、

ハ
ー
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
を
援
用
し
て
「
過
去
幾
生
涯
の
相
伝
」、「
複
合
的
記
憶
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
杢
太
郎
に
お
い
て
は
、「
遺
伝
」
と

い
う
概
念
の
中
に
彼
が
傾
倒
し
た
ヴ
ン
ト
心
理
学
か
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

ヴ
ン
ト
の
民
族
心
理
学
と
木
下
杢
太
郎

　

東
京
帝
大
卒
業
後
の
進
路
に
悩
む
杢
太
郎
に
と
っ
て
、
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
は
進
路
を
左
右
す
る
ほ
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
医
師
と
し
て

進
む
道
に
悩
む
杢
太
郎
は
森
鷗
外
の
も
と
に
そ
の
意
見
を
聞
き
に
行
く
。



五
〇

実
験
生
理
の
本
な
ど
よ
り
も
ヴ
ン
ト
の
グ
ル
ン
ド
リ
ス
な
ど
の
方
に
興
味
を
引
か
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
生
理
学
よ
り
精
神
病
学

が
好
い
と
思
っ
た
。
森
先
生
は
こ
の
方
に
は
あ
ま
り
同
情
を
示
し
て
く
れ
な
か
っ
た

КЫ

　

こ
う
し
て
鷗
外
の
反
対
に
あ
っ
た
杢
太
郎
は
精
神
病
学
の
道
を
断
念
し
皮
膚
科
へ
と
進
む
の
だ
が
、
南
満
医
学
堂
教
授
兼
皮
膚
科
部
長
と
し
て
奉

天
に
赴
い
て
か
ら
も
、
故
郷
へ
の
手
紙
に
ヴ
ン
ト
の
「
グ
ル
ン
ド
リ
ス
」
の
新
訳
を
送
る
よ
う
に
と
書
き
送
っ
て
い
る

КЬ

。「
グ
ル
ン
ド
リ
ス
」
は
、

ヴ
ン
ト
の
著
書
で
、
原
題
をG

rundriss der Psyuchology

（
一
八
九
六
）
と
い
い
、
我
が
国
で
は
、
杢
太
郎
も
東
京
帝
大
で
そ
の
講
義
を
受
講

し
た
元
良
勇
次
郎
が
、
中
島
泰
蔵
と
の
共
訳
で
『
ヴ
ン
ト
氏
心
理
学
概
論
』
と
し
て
、
上
・
中
・
下
巻
を
刊
行
し
て
い
る

ЛУ

。

　

学
問
の
一
分
野
と
し
て
の
近
代
心
理
学
の
誕
生
は
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
（W

ilhelm
 M
ax W

undt 

一
八
三
二
〜
一
九
二
〇
）
が
、
ラ
イ

プ
ツ
ィ
ヒ
に
実
験
室
を
開
設
し
た
一
八
七
九
年
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ン
ト
心
理
学
の
体
系
の
中
で
、
個
人
の
直
接
経
験
、
比
較
的
簡
単
な

意
識
作
用
を
取
り
扱
う
も
の
は
個
人
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
ヴ
ン
ト
は
次
第
に
、
実
験
室
に
お
い
て
実
験
が
可
能
な
個
人
の
意
識
の
及
ば
な

い
範
囲
、
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
個
人
意
識
だ
け
で
説
明
で
き
な
い
精
神
所
産
に
関
し
て
い
る

ЛФ

」
意
識
の
存
在
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ

う
い
っ
た
意
識
を
取
り
扱
う
心
理
学
の
分
野
と
し
て
「
民
族
心
理
学
」
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
た
。
ヴ
ン
ト
の
定
義
す
る
「
民
族
心
理
」
は
「
言

語
、
神
話
的
表
象
及
ビ
習
慣
ノ
如
キ
歴
史
的
ニ
発
生
シ
タ
ル
精
神
上
ノ
結
果

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
民
族
心

理
」
は
、「
多
ク
ノ
個
人
ヨ
リ
ナ
ル
精
神
的
団
体
」、
な
か
で
も
「
特
ニ
民
族
上
ノ
団
体
ニ
基
ク

ЛХ

」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
に
お

け
る
「
民
族
心
理
学
」
の
分
野
を
重
要
視
し
て
い
る
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ル
は
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
「
先
行
し
た
人
間
の
活
動
の
文
化
的
産
物
を
含

め
る
こ
と

ЛЦ

」
の
重
要
さ
を
ヴ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、「
個
々
の
人
間
の
心
的
過
程
は
、
私
た
ち
が
直
接
接
近
で
き
な
い
共

同
体
の
先
行
し
た
歴
史
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し
た
の
も
ヴ
ン
ト
が
嚆
矢
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
業
績
を
認
め
て
い
る

ЛЧ

。

　

ニ
ー
チ
ェ
的
な
超
人
志
向
を
も
つ
「
六
月
の
夜
」
の
主
人
公
で
あ
る
「
彼
」
が
、
耳
に
し
た
太
棹
の
音
に
「
遺
伝
」
と
い
う
実
感
を
抱
い
た
こ
と
、

あ
る
い
は
「
河
岸
の
夜
」
の
青
年
が
、
江
戸
芸
術
に
対
し
て
「
感
情
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
こ
の
都
会
の
文
明
が
生
ん
だ
一
種
の
「
真
」」
を
感

じ
た
姿
に
は
、
杢
太
郎
に
お
け
る
ヴ
ン
ト
の
「
民
族
心
理
」
概
念
へ
の
共
感
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
青
年
た
ち
も
、
後
天
的
に
身
に
つ
け
た
も
の



五
一

木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

と
は
全
く
別
の
次
元
に
属
す
る
と
い
え
る「
歴
史
的
ニ
」自
身
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
民
族
の
精
神
な
る
も
の
を
、
近
代
化
に
侵
さ
れ
な
い
領
域
、

つ
ま
り
聴
覚
を
契
機
と
し
て
自
身
の
内
部
に
実
感
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
実
感
そ
の
も
の
を
「
遺
伝
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
感
さ
れ
た
「
直
接
接
近
で
き
な
い
共
同
体
の
先
行
し
た
歴
史
」
体
験
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
感

覚
レ
ベ
ル
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

例
え
ば
杢
太
郎
は
、「
芸
術
と
国
民
性
」（
大
正
二
年
一
〇
月
「
新
日
本
」
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
国
の
国
民
性
と
は
其
国
民
の
意
志
的
生
活（
習
俗
）の
総
和
的
概
念
で
あ
る
。
直
接
間
接
に
是
が
條
件
と
な
る
も
の
は
国
土
、
気
候
、
人
種
、

体
格
、
言
語
、
歴
史
等
で
あ
る
。
是
等
の
外
に
顕
は
れ
た
も
の
は
其
文
化
で
あ
る
。
故
に
吾
人
は
、
国
の
政
治
、
宗
教
、
法
律
、
文
芸
等
か
ら

其
国
の
国
民
性
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
抽
象
す
る
こ
と
が
出
来
る

ЛШ

　

国
の
文
化
的
側
面
か
ら
「
国
民
性
」、
言
い
換
え
れ
ば
民
族
の
精
神
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
う
し
た
発
言
は
、
ヴ
ン
ト
の
捉
え
た
「
民
族
心
理
」
と

重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
杢
太
郎
は
、
こ
の
国
民
性
は
「
常
に
変
転
す
る
カ
メ
レ
オ
ン
の
皮
の
如
き
本
態
」
で
は
な
い
と
し
、
民
族
精
神

の
本
質
的
な
在
り
方
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
「
民
族
心
理
」
を
「
固
定
的
」
な
「
精
神
的
対
象

ЛЩ

」
で
あ
る
と
し
た
ヴ
ン
ト
か
ら
の
影
響
が
及

ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
杢
太
郎
は
、「
国
民
性
」
を
「
横
」
と
「
縦
」
の
座
標
軸
か
ら
捉
え
る
と
い
っ
た
見
方
を
示
し
て
い
る
。「
一
国
古
今
の
習
俗
の
諸
相
か
ら

抽
象
し
来
つ
た
有
機
体
的
単
位
」
と
さ
れ
る
縦
軸
に
は
、
通
時
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
唐
草
表
紙
』
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
遺
伝
」
と
い
う
モ
テ
ィ

ー
フ
は
、
そ
の
国
の
民
族
と
し
て
の
個
人
の
中
に
受
け
継
が
れ
た
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
表
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
縦
軸
に
含
ま

れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
横
軸
」
は
、「
一
国
の
習
俗
等
の
総
和
的
概
念
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
共
同

体
の
成
員
と
な
っ
て
い
る
者
に
共
通
の
概
念
が
「
国
民
性
」
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
時
代
を
表
す
共
時
的
な
国
民
の
「
総

和
的
概
念
」
は
、
ヴ
ン
ト
心
理
学
で
は
「
集
全
意
識
」
あ
る
い
は
「
集
全
意
志
」
と
さ
れ
、
個
人
に
意
識
が
あ
る
の
と
同
様
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら



五
二

れ
て
い
る

ЛЪ

。

　

外
的
な
共
同
体
に
あ
え
て
背
を
向
け
て
個
人
主
義
的
に
生
き
て
い
る
青
年
た
ち
が
、
太
棹
の
響
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
民
族
に
共
通
の
感
情
を
自

覚
す
る
と
い
う
大
き
な
転
換
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
の
「
遺
伝
」
と
い
う
自
覚
は
、
青
年
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
だ

ろ
う
か
。

　

丸
山
真
男
氏
は
、
近
代
日
本
の
形
成
期
に
お
け
る
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
一
〇
年
代
頃
を
「
維
新
に
つ
ぐ
第
二
の
転
機

ЛЫ

」
で
あ
る
と
定
義
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
転
換
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
「「
伝
統
的
」
社
会
」
の
内
部
に
い
た
個
人
が
「
近
代
化
の
イ
ン
パ
ク
ト
」
を
受
け
る
こ
と
で
「
共

同
体
の
紐
帯
か
ら
「
解
放
」」
さ
れ
て
い
く
様
を
、
四
つ
の
個
人
析
出
（Individuation

）
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
た

ЛЬ

。

　

丸
山
氏
に
よ
れ
ば
、こ
の
四
つ
の
個
人
析
出
の
中
で
も
、日
露
戦
争
前
後
の
日
本
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が「
私
化
」（privatization

）

と
「
原
子
化
」（atom

ization

）
の
タ
イ
プ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
私
化
し
た
個
人
」
は
「
公
共
の
目
的
よ
り
は
私
的
欲
求
の
充
足
を
志
向
」
し
、

社
会
制
度
の
抑
圧
に
自
覚
的
で
「
隠
退
性
向
」
を
も
つ
。
ま
た
、「
原
子
化
し
た
個
人
」
は
、「
社
会
的
な
根
無
し
草
状
態
の
現
実
も
し
く
は
そ
の
幻

影
」
に
苦
悩
し
、
近
代
化
に
よ
る
「
生
活
環
境
の
急
激
な
変
化
が
惹
き
起
こ
し
た
孤
独
・
不
安
・
恐
怖
・
挫
折
の
感
情
」
を
有
し
て
い
る
。
彼
ら
は

公
共
の
問
題
に
は
無
関
心
だ
が
、
孤
独
や
不
安
感
か
ら
の
逃
避
の
手
段
と
し
て
、
時
に
熱
狂
的
な
態
度
で
政
治
参
加
を
す
る
場
合
が
あ
る
、
と
氏
は

説
明
し
て
い
る

МУ

。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
『
唐
草
表
紙
』
に
お
け
る
青
年
の
タ
イ
プ
も
、
丸
山
の
定
義
に
よ
る
「
私
化
」、「
原
子
化
」

の
個
人
析
出
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、『
唐
草
表
紙
』
に
描
か
れ
た
青
年
た
ち
は
、
丸
山
氏
の
定
義
す
る
「
原
子
化

し
た
個
人
」
た
ち
の
よ
う
に
、
孤
独
感
を
緩
和
す
る
手
段
と
し
て
外
的
な
政
治
に
熱
狂
的
に
参
加
し
て
い
く
こ
と
は
な
い
。『
唐
草
表
紙
』
に
特
徴

的
な
の
は
、
社
会
か
ら
背
を
向
け
内
観
的
な
性
質
を
持
つ
青
年
た
ち
が
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
、
あ
る
い
は
孤
独
感
の
緩
和
の
手
段
と
し
て
外
な
る
国

家
、
共
同
体
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
的
な
る
音
を
契
機
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
「
遺
伝
」
的
感
情
を
契
機
と
し
て
、
自
身
の
内
な
る
国
家
、

共
同
体
に
帰
属
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
近
代
化
が
断
絶
し
た
か
に
み
え
た
前
近
代
的
な
る
も
の
が
、
自
身
の
内
に
「
遺
伝
」
的
感
情
を
契
機
と
し
て
明
確
に
自
覚
さ
れ
、
歴
史
は
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自
身
の
内
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
気
づ
き
が
青
年
た
ち
に
は
あ
っ
た
。
外
的
な
近
代
国
家
の
あ
り
よ
う
と
は
ま
さ
に
対
照
的
な
こ
の
自
覚

の
中
に
、
ヴ
ン
ト
の
定
義
す
る
「
集
全
意
識
」
と
い
う
概
念
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
こ
の
自
覚
は
決
し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
成
員

に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
非
国
家
的
共
同
性
が
、
青
年
に
お
け
る
近
代
日
本
に
対
す
る
諦
念
や
挫
折
感
と

い
う
複
雑
な
感
情
を
緩
和
す
る
可
能
性
た
り
得
る
と
い
う
発
見
が
、
杢
太
郎
が
ヴ
ン
ト
の
「
民
族
心
理
」
概
念
か
ら
得
た
収
穫
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
次
に
、
以
上
の
よ
う
に
横
軸
と
縦
軸
を
併
せ
持
つ
民
族
の
集
合
的
な
意
識
が
小
説
集
『
唐
草
表
紙
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て

い
る
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

五　

労
働
者
階
級
へ
の
憧
憬
と
幼
少
年
期
へ
の
追
憶

　

平
岡
敏
夫
氏
は
、
日
露
戦
争
後
の
我
が
国
に
お
け
る
行
き
場
を
失
っ
た
国
民
精
神
の
混
乱
は
、
明
治
三
八
年
一
〇
月
の
「
平
和
克
復
ノ
詔
勅
」
及

び
明
治
四
一
年
一
〇
月
の
「
戊
申
詔
書
」
に
お
い
て
も
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
、「
国
民
意
識
の
再
統
一
は
、
戦
争
に
よ
ら
ぬ
か
ぎ
り
、

国
家
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
至
難
の
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
た

МФ

。
ま
た
平
岡
氏
は
、「
統
一
的
な
国
民
意
識
」
や
、「
仲
間
同
士
の
連
帯
」
が
崩
壊

し
た
日
露
戦
争
後
に
お
い
て
、
国
木
田
独
歩「
窮
死
」（
明
治
四
〇
年
六
月「
文
芸
倶
楽
部
」
）に
は
、「
下
層
労
働
者
仲
間
の
連
帯
意
識
を
通
し
て
」、

「
一
体
的
な
国
民
意
識
」
の
「
現
実
化
」
が
図
ら
れ
て
い
る
と
も
指
摘
し
た

МХ

。
氏
は
、「
号
外
」（
明
治
三
九
年
八
月
「
新
古
文
林
」
）
に
記
さ
れ
た
「
戦

争
で
は
な
く
、
外
に
何
か
、
戦
争
の
時
の
や
う
な
心
持
に
万
人
が
な
つ
て
暮
す
方
法
へ
の
希
求
」
は
、「
明
治
の
国
民
に
ひ
そ
む
根
源
的
な
願
望
」

で
も
あ
る
と
し
た
が
、
木
下
杢
太
郎
も
そ
の
類
に
洩
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
海
郷
風
物
記
」（
明
治
四
四
年
五
月
〜
六
月
「
三
田
文

学
」
）
で
、
久
々
に
故
郷
の
祭
り
を
目
に
し
た
杢
太
郎
は
、
祭
り
の
あ
り
よ
う
に
「
神じ

ん

秘ぴ

」
を
感
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
偶
然
に
見
か
け

た
小
学
校
で
の
在
郷
軍
人
に
よ
る
消
防
隊
の
訓
練
の
様
子
は
祭
り
に
あ
っ
た
よ
う
な「
信
仰
」や「
献
身
」と
い
っ
た
感
情
を
失
わ
せ
る
も
の
と
し
て
映

る
。
杢
太
郎
に
は
、「
軍
国
主
義
の
外
に
衆
生
の
心
を
統
一
せ
し
む
る
に
足
る
巨
大
な
る
磁
石
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
だ
ら
う
か

МЦ

」
と
い
う
大
き
な

疑
問
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、『
唐
草
表
紙
』
に
あ
っ
て
は
、
独
歩
と
同
様
に
労
働
者
階
級
の
中
に
お
い
て
そ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
の
一
つ
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
杢
太
郎
の
作
品
に
あ
っ
て
は
、
知
識
人
が
下
層
労
働
者
の
団
体
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
出
生
以

来
そ
の
日
暮
ら
し
を
続
け
る
「
文
公
」
と
下
層
労
働
者
た
ち
と
の
間
の
連
帯
意
識
が
描
か
れ
た
独
歩
の
「
窮
死
」
と
は
、
大
き
く
そ
の
意
味
を
異
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
唐
草
表
紙
』
に
お
け
る
知
識
階
級
に
属
す
る
青
年
た
ち
は
、
一
様
に
労
働
者
階
級
に
属
す
る
者
た
ち
に
羨
望
の
ま
な
ざ
し

を
向
け
て
い
る
。「
六
月
の
夜
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
「
僕
は
ど
う
し
て
あ
の
階
級
が
好
き
だ
ら
う
。
そ
り
や
無
教
育
で
話
や
何
か
は
野
卑
に
や
あ
相
違
な
い
が

│
併
し
奴
等
は
偽
ら
な
い
か
ら

な
。
少
く
と
も
感
情
だ
け
は
偽
ら
な
い
か
ら
な
。」

　

彼
の
男
は
己
れ
に
何
が
欠
け
て
居
る
か
と
云
ふ
事
を
知
つ
て
居
る
。
必
し
も
そ
れ
は
知
識
で
も
意
志
で
も
無
か
つ
た
。
意
志
よ
り
も
寧
ろ
率

直
な
る
感
情
の
表
白
で
あ
つ
た
。
故
に
彼
は
比
較
的
単
純
な
る
心
理
作
用
を
有
す
る
人
々
に
、
ま
た
労
働
者
の
階
級
に
、
己
れ
に
欠
け
た
も
の

を
見
る
と
き
、
尤
も
羨
ま
し
く
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

大
学
の
制
服
姿
で
昼
日
中
か
ら
小
網
町
の
労
働
者
の
群
の
中
に
佇
む
青
年
で
あ
る
「
荒
布
橋
」
の
「
予
」
も
ま
た
、「
順
俗
に
囚
は
れ
て
も
居
な
い
」

存
在
と
し
て
労
働
者
た
ち
の
生
き
方
や
、
心
の
在
り
よ
う
に
憧
憬
の
念
を
抱
く
。
自
ら
の
感
情
を
常
に
抑
圧
し
た
状
態
、
つ
ま
り
、
心
を
「
武
装
」

し
た
状
態
で
い
る
大
学
生
の
「
予
」
に
と
っ
て
、
小
網
町
こ
そ
は
「
縦
恣
な
る
境
地
」
で
あ
る
の
で
あ
る
。「
武
装
」
し
た
心
の
状
態
に
い
る
知
識

人
が
、
虚
偽
の
な
い
感
情
を
有
す
る
労
働
者
階
級
に
、
自
身
に
は
無
い
自
由
な
境
地
を
見
出
し
、
現
実
世
界
の
理
想
的
な
共
同
体
の
あ
り
方
を
求
め

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
知
識
人
の
青
年
が
労
働
者
た
ち
の
群
に
混
じ
り
、
真
の
心
の
交
流
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
は
、
そ
の
構
図
自
体
に
根
本
的
な
ひ
ず
み

が
あ
り
、
結
局
「
衆
生
の
心
を
統
一
」
す
る
「
磁
石
」
と
は
な
り
得
な
い
。

　
「
荒
布
橋
」
の
「
予
」
は
、
一
人
の
「
老
爺
」
を
誘
い
酒
の
席
を
共
に
す
る
。
彼
は
、
労
働
者
た
ち
と
「
赤
裸
々
た
る
男
」
と
し
て
「
交
流
」
し
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た
い
と
望
む
の
だ
が
、
二
人
の
間
に
は
、「
話
す
可
き
話
の
種
」
が
無
い
。
両
者
の
生
活
状
態
の
差
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
事
態

は
当
然
と
も
い
え
る
が
、「
予
」
が
味
わ
う
深
刻
な
断
絶
感
は
、
共
通
の
話
題
が
な
い
と
い
う
以
上
に
深
刻
な
形
と
な
っ
て
表
れ
る
。
酒
の
席
で
「
老

爺
」
が
歌
う
浪
花
節
に
「
な
つ
か
し
く
も
優
し
い
心
意
気
」
を
感
じ
た
「
予
」
は
、
自
身
も
「
物
具
を
脱
が
う
。
急
所
を
も
人
に
示
さ
う
」
と
し
、

日
頃
の
「
武
装
」
を
解
き
、
自
身
の
情
緒
を
露
わ
に
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
る
。
理
知
的
な
青
年
の
心
の
綻
び
に
、
感
傷
的
な
部
分
が
覗
く
印
象
的

な
場
面
で
あ
る
。「
予
」
は
、「
私
か
に
心
中
唄
ふ
可
き
歌
」
を
探
す
の
だ
が
、
浪
花
節
や
義
太
夫
の
節
が
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
労
働
者
た
ち

と
は
違
っ
て
、
自
身
が
「
無
関
心
で
聞
い
た
義
太
夫
の
切
々
と
活
動
写
真
の
楽
隊
の
ク
ラ
リ
ネ
ツ
ト
よ
り
外
」
に
、
内
面
か
ら
感
情
と
一
体
と
な
っ

て
湧
き
出
る
メ
ロ
デ
ィ
の
何
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
彼
の
中
に
は
、
老
人
の
歌
う
浪
花
節
の
「
曲メ

ロ
デ
ィ節
」
に
刺
戟
さ
れ
る
「
一
種

の
哀
感
」
は
あ
っ
て
も
、「
心
ゆ
く
ば
か
り
な
幻
覚
も
、
ま
た
思
ひ
出
も
、
一
つ
と
し
て
之
に
伴
ふ
も
の
は
無
い
」
の
で
あ
り
、「
壮
ん
な
る
饗
宴
の

半
ば
に
於
て
、
服マ

マ

り
な
き
寂
寥
を
感
じ
」
る
。
伝
統
的
に
労
働
者
の
生
活
の
中
に
根
ざ
し
て
い
る
音
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
は
、「
予
」
の
中
の
「
日
本
人

共
通
の
感
情
」（「
船
室
」
）
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
喚
起
し
、「
な
つ
か
し
さ
」
と
い
う
感
情
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
こ
に
は
、
通
時
的
な
民
族
心

理
の
ほ
の
か
な
自
覚
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
一
方
で
共
時
的
な
連
帯
感
か
ら
は
完
全
に
隔
絶
さ
れ
た
青
年
の
姿
が
あ
る
。
内
的
な
世
界
で
の
実
感

と
は
異
な
り
、
現
実
の
中
で
は
、〈
文
化
的
共
同
体
〉
の
中
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
己
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
老
爺
」
と
二
人
居
酒
屋
を
後
に
し
、
荒
布
橋
袂
に
倒
れ
込
ん
だ
「
予
」
は
、「
老
爺
」
の
「
古
き
酒
の
香
と
、
今
一
種
何
と
も
し
れ
ぬ
な
つ
か
し

き
臭
」
に
、「
あ
ま
え
る
や
う
な
心
」
と
な
る
。
し
か
し
「
老
爺
」
か
ら
優
し
さ
を
み
せ
ら
れ
た
そ
の
刹
那
、
酔
い
か
ら
覚
め
た
「
予
」
は
、
一
瞬

で
も
甘
え
た
心
を
抱
い
た
自
分
を
誡
め
る
。
あ
ろ
う
こ
と
か
「
予
」
は
、「
老
爺
」
の
頬
を
殴
り
、「
絆
さ
れ
る
な
、
常
に
戦
闘
だ
。」
と
叫
ん
で
、

再
び
元
い
た
世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
荒
布
橋
」
の
「
予
」
は
、
結
局
自
ら
進
ん
で
「
武
装
的
平
和
」
の
状
態
へ
と
立
ち
返
る
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
と
は
別
の
形
で
『
唐
草
表
紙
』
に
は
、
他
に
も
他
人
と
の
連
帯
感
の
成
り
難
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　
「
六
月
の
夜
」
で
、「
彼
」
と
共
に
夜
の
河
岸
を
歩
く
女
は
、「La fem

m
e sans m

usique

」、
つ
ま
り
「
音
楽
の
な
い
女
」
と
称
さ
れ
る
。「
彼
」

が
、
音
楽
を
自
分
の
「
急
所
」
と
感
じ
、「
精
神
統
一
」
に
動
揺
を
来
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
か
ら
み
る
と
、
こ
の
「
音
楽
の
な
い
女
」
の

設
定
は
象
徴
的
で
あ
る

МЧ

。
こ
の
「
女
」
は
「
彼
」
に
と
っ
て
は
「
殆
ど
零
の
価
」
し
か
持
た
ず
、
芸
術
的
感
興
を
誘
起
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。
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た
だ
、
こ
の
「
女
」
と
の
「
冷
静
な
交
際
」
に
よ
っ
て
「
女
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
弱
い
感サ

ン
チ
マ
ン
タ
ア
ル

傷
的
な
本
性
」
を
、
周
囲
の
目
か
ら
逸
ら
す
こ
と
に
の

み
「
彼
」
は
こ
の
「
女
」
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
彼
」
は
、「
こ
の
女
の
心
の
世
界
と
自
分
の
心
の
世
界
」
が
、「
唯
金
米
糖
を
二
つ
並
べ

た
接
面
位
」
し
か
交
流
し
得
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
し
て
、「
一
体
、
人
間
が
自
分
以
外
の
人
間
と
、
果
し
て
ど
れ
丈
深
く
相
関
係
し
う
る
か
」

と
自
問
自
答
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
作
品
に
み
ら
れ
る
根
源
的
に
孤
独
感
を
抱
え
る
青
年
の
姿
は
、
正
宗
白
鳥
の
「
何
処
へ
」（
明
治
四
一
年
一
月
〜
四
月
「
早
稲
田
文
学
」
）

の
菅
沼
健
次
の
孤
独
感
と
通
ず
る
。
健
次
は
、
人
間
は
究
極
的
に
一
人
で
あ
り
、
他
人
と
の
間
に
は
決
し
て
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い「
深
い
溝
渠
」

が
大
き
く
口
を
開
け
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
両
者
に
は
、
共
時
的
な
民
族
意
識
の
総
和
と
い
っ
た
も
の
に
依
拠
で
き
な
い
青
年
の

深
い
孤
独
感
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

さ
て
「
六
月
の
夜
」
の
小
説
末
尾
に
は
、
唐
突
と
も
思
え
る
火
事
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
突
然
の
火
の
手
に
、「
彼
」
と
「
女
」
が
い
た
西

洋
料
理
店
の
人
々
は
、
知
人
の
安
全
を
気
遣
い
慌
た
だ
し
く
動
き
出
す
。
一
方
「
彼
」
は
、
西
洋
料
理
店
の
窓
か
ら
こ
の
火
事
の
騒
動
を
「
非
常
に

真
面
目
な
心
持
に
な
つ
て
、
堅
く
女
の
肩
に
手
を
か
け
て
」
見
守
る
。
火
事
と
い
う
、
人
々
の
意
識
を
一
点
に
集
中
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
突
発
的

な
出
来
事
を
前
に
し
て
、
女
と
の
、
そ
し
て
見
知
ら
ぬ
人
々
と
の
不
意
の
連
帯
感
の
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
る
が
、
結
局
騒
動
が
止
む
と
、「
何
か

に
か
つ
が
れ
た
後
の
や
う
な
馬
鹿
々
々
し
い
心
持
」
が
「
彼
」
を
襲
う
。
こ
う
し
て
「
彼
」
は
覚
め
た
意
識
を
持
ち
続
け
て
い
き
、
火
事
と
い
う
突

然
の
騒
動
に
湧
き
起
こ
っ
た
群
衆
と
の
一
体
感
の
よ
う
な
も
の
か
ら
さ
え
も
、
距
離
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
の
最
後
、「
女
」
と

別
れ
て
一
人
と
な
っ
た
「
彼
」
の
周
囲
に
は
静
寂
だ
け
が
漂
う
。
こ
の
ラ
ス
ト
の
場
面
に
も
、
菅
沼
健
次
と
同
じ
く
「
何
処
へ
」
向
か
う
の
か
わ
か

ら
な
い
青
年
の
行
く
末
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
青
年
を
扱
っ
た
『
唐
草
表
紙
』
後
半
部
の
諸
作
品
に
は
、
労
働
者
階
級
と
も
、
さ
ら
に
は
男
女
の
関
係
と
も
同
時
的
な
連
帯
感
を
抱

き
得
な
い
青
年
の
絶
望
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
青
年
の
絶
望
と
は
対
照
的
に
作
品
集
前
半
部
に
収
め

ら
れ
た
幼
少
年
期
へ
の
追
憶
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
、
民
族
に
つ
な
が
る
通
路
の
可
能
性
の
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幼
少
年
期
の
心
象
風
景
を
描
い
た
作
品
に
は
、「
色
硝
子
」、「
土
蔵
」、
三
味
線
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
幼
少



五
七

木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

期
に
響
い
て
い
た
音
色
な
ど
の
共
通
モ
テ
ィ
ー
フ
が
幾
つ
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
多
分
に
作
家
本
人
の
自
伝
的
な
要
素
の
表
れ
が
あ
る
の
だ

が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
表
現
の
中
心
は
そ
れ
ら
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
羅
列
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
物
象
が
少
年
の
感
性
に
与
え
る

情
緒
そ
の
も
の
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。追
憶
作
品
群
の
中
で
回
想
さ
れ
る
過
去
は
、語
り
手
の
眼
前
に
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
。「
珊

瑚
珠
の
根
付
」
で
は
、「
そ
の
時
分
の
こ
と
を
考
へ
る
と
、
そ
の
土
地
が
全
く
自
分
の
故
郷
で
は
な
い
や
う
な
、
い
や
寧
ろ
実
際
は
な
く
て
、
唯
幻

想
の
う
ち
ば
か
り
に
あ
る
町
の
や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
ぬ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
表
現
は
他
作
品
に
も
認
め
ら
れ
る
が

МШ

、
こ
の
よ
う
に
朧

気
か
つ
夢
の
よ
う
に
感
覚
さ
れ
る
過
去
の
中
に
あ
っ
て
、
語
り
手
の
少
年
時
の
情
緒
に
強
い
印
象
を
残
し
た
物
象
や
経
験
そ
の
も
の
を
す
く
い
取
る

試
み
が
杢
太
郎
の
追
憶
作
品
群
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

МЩ

。

　

夢
の
よ
う
に
捉
え
難
い
、
繊
細
な
少
年
の
情
緒
そ
の
も
の
は
、「
夷
講
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
」
に
お
い
て
は
「
情
操
の
薄
明
に
対
す
る
憧
憬
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
高
村
光
太
郎
が
、
追
憶
文
学
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
『
思
ひ
出
』
の
増
訂
新
版
の
巻
末
（
大
正
一
四
年

七
月
ア
ル
ス
）
で
北
原
白
秋
は
、
自
身
の
童
謡
製
作
は
「
本
質
へ
の
還
元
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
白
秋
は
、「
肉
身
の
母
以
前
の
母
を
慕
ひ
、
こ
の

世
の
外
の
薄
明
に
さ
だ
か
な
ら
ぬ
追
憶
の
所
縁
を
持
ち
、
未
成
以
前
若
く
は
未
知
の
世
界
に
対
す
る
幼
い
思
念
」
が
『
思
ひ
出
』
に
は
表
現
さ
れ
て

い
る
と
し
た
が

МЪ

、
杢
太
郎
が
「
情
操
の
薄
明
」
と
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
、
白
秋
と
同
様
、
歴
史
的
な
そ
し
て
或
い
は
同
時
代
的
な
民
族
意
識

へ
の
通
路
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
通
路
が
人
間
の
「
本
質
へ
の
還
元
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
杢
太
郎
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
夏
目
漱
石
は
序
文
で
、『
唐
草
表
紙
』に
は
、「
歴
史
的
に
読
者
の
過
去
を
蕩
揺
す
る
」モ
テ
ィ
ー
フ
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
「
過
去
」
は
「
懐
か
し
い
匂
ひ
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
時
代
の
読
者
に
「
懐
か
し
い
」
と
い
う
共

感
を
呼
ぶ
も
の
が
追
憶
作
品
群
の
中
に
は
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
『
唐
草
表
紙
』
で
は
、
近
代
化
に
断
絶
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
、
懐
か
し
さ
と
い
う
情
緒
的
・
遺
伝
的
領
域
に
こ
そ
、
個
と
個
を
つ
な
ぐ
民
族
意
識
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

杢
太
郎
は
昭
和
期
に
入
っ
て
、「
江
戸
音
曲
の
精
神
」
が
そ
れ
だ
け
独
立
に
発
育
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
仏
教
渡
来
後
、
或
は
更
に
そ
れ
よ
り
前



五
八

の
時
代
に
住
ん
だ
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
の
血
の
う
ち
に
」
存
在
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
記
し
て
い
る

МЫ

。
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
い
う
時
代
を
経

た
杢
太
郎
に
、
近
代
、
前
近
代
と
い
う
対
立
的
な
構
図
を
越
え
た
長
大
な
歴
史
観
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
も
民
族
の
な
か
に
「
血
」、
つ

ま
り
本
能
的
な
遺
伝
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
そ
の
国
の
精
神
的
な
部
分
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。

　

杢
太
郎
は
明
治
末
期
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

予
の
今
努
力
し
て
ゐ
る
の
は
精
神
文
明
の
為
め
だ
と
し
ま
せ
う
。
所
が
た
つ
た
一
人
で
作
り
出
す
精
神
文
明
と
云
ふ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
譬

へ
て
か
の
蝸
牛
が
殻
に
は
い
つ
て
ゐ
る
や
う
な
平
穏
な
、
四
囲
と
没
交
渉
な
個
人
主
義
な
ら
、
そ
れ
は
夢
睡
生
活
で
す

МЬ

　

杢
太
郎
に
あ
っ
て
は
、
自
国
の
精
神
文
明
を
継
続
す
る
た
め
に
、
共
時
的
な
横
軸
だ
け
で
な
く
通
時
的
な
歴
史
性
も
が
見
据
え
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
四
三
年
か
ら
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
の
ヴ
ン
ト
の
下
で
民
族
心
理
学
を
学
ん
だ
桑
田
芳
蔵
は
、
民
族
心
理
に
つ
い
て
「
個
人

心
で
あ
る
と
其
の
身
体
と
生
滅
を
共
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
民
族
心
に
な
る
と
此
の
個
体
の
生
滅
に
関
せ
ず
連
続
を
保
っ
て
行
く

НУ

」と
述
べ
た
。『
唐

草
表
紙
』
に
お
い
て
も
「
生
滅
」
す
る
こ
と
の
な
い
「
民
族
心
」
な
る
も
の
が
個
人
主
義
か
ら
共
同
体
へ
向
か
う
通
路
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
共
同
体
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
個
人
の
内
部
に
存
在
す
る
「
遺
伝
」
的
感
情
を
媒
介
と
し
た
内
な
る
共

同
体
の
形
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
『
唐
草
表
紙
』
と
い
う
表
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
一
言
添
え
て
お
こ
う
。

　

明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
我
が
国
で
は
、「
葡
萄
唐
草
文
様
」
の
流
行
が
あ
っ
た
ら
し
い
が

НФ

、
唐
草
文
様
は
、「
曲
線
を
反
転
さ
せ
な

が
ら
無
限
の
展
開
を
図
る
と
い
う
抽
象
概
念

НХ

」
と
し
て
象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
い
の
ち
の
永
遠
を
象
徴
す
る
吉
祥
文

НЦ

」

と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
が
、
個
人
主
義
の
時
を
経
て
、
民
族
精
神
へ
と
回
帰
す
る
と
き
、
杢
太
郎
の
意
識
の
中
に
は
民
族
精
神
の
不
滅
と
い
っ
た
考

え
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



五
九

木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

【
注
】

『
唐
草
表
紙
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
、
大
正
四
年
二
月
正
確
堂
版
に
よ
っ
た
。
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

（
１
） 
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
幾
つ
か
の
共
通
項
が
認
め
ら
れ
る
。「
珊
瑚
珠
の
根
付
」、「
夷
講
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
」、「
柏
屋
」、「
葬
式
の
前
の
日
の
こ
と
」
と
い

う
四
作
品
で
は
、「
順
さ
ん
」
と
い
う
少
年
の
語
り
手
を
始
め
と
し
て
、
彼
が
関
わ
る
「
亮
さ
ん
」「
京
さ
ん
」
と
い
っ
た
青
年
が
登
場
す
る
。
初
出
時
に
こ

れ
ら
の
作
品
を
個
別
に
読
む
時
点
で
は
、
彼
ら
の
輪
郭
は
断
片
的
だ
が
、
作
品
集
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
い
た
い
の
輪
郭
が
結
ば
れ
る
。
さ
ら
に
、

「
河
岸
の
錨
屋
」（
大
正
三
年
一
月
「
秀
才
文
壇
」
）
は
、
以
上
の
追
憶
作
品
群
の
後
日
譚
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
「
京
さ
ん
、
亮
さ
ん

な
ど
云
ふ
人
達
の
若
か
つ
た
頃
」
の
お
よ
そ
二
〇
年
後
と
い
う
時
代
設
定
が
さ
れ
、「
亮
さ
ん
」
と
結
婚
し
て
い
た
女
性
や
、「
京
さ
ん
」
の
子
供
が
登
場
し

て
い
る
。

（
２
） 

高
田
瑞
穂
「
木
下
杢
太
郎
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
三
七
年
一
一
月　

学
燈
社
）
六
〇
頁

 

　

さ
ら
に
、
杉
山
二
郎
氏
も
こ
れ
ら
の
作
品
群
が
「
伊
東
の
生
家
米
惣
を
題
材
と
し
た
」
と
し
て
、
杢
太
郎
の
自
伝
的
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。（『
木
下
杢

太
郎
│
ユ
マ
ニ
テ
の
系
譜
│
』
昭
和
四
九
年
一
月　

平
凡
社
）
九
九
及
び
一
二
八
頁

（
３
） 

杉
山
二
郎
『
木
下
杢
太
郎
│
ユ
マ
ニ
テ
の
系
譜
│
』（
昭
和
四
九
年
一
月　

平
凡
社
）
一
三
四
〜
一
三
五
頁

 

　

さ
ら
に
序
文
で
鷗
外
は
「
わ
た
く
し
の
眼
を
射
る
光
線
の
最
も
強
い
も
の
」
と
し
て
、「
官
能
的
接
受
の
極
て
鋭
く
極
て
饒
か
な
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
漱
石
も
、
杢
太
郎
の
作
品
の
第
一
の
特
色
と
し
て
「
饒
か
な
情
緒
を
濃
や
か
に
し
か
も
霧
か
霞
の
や
う
に
、
ぼ
う
つ
と
写
し
出
す
御
手
際
」
を
挙
げ
る
。

横
井
博
氏
は
、
こ
の
両
大
家
の
序
文
に
杢
太
郎
が
「
失
望
」
し
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。（『
印
象
主
義
の
文
芸
』
昭
和
四
八
・
一
二　

笠
間
書
院　

五
〇
一
頁
）

（
４
） 

『
荷
風
全
集　

第
七
巻
』（
平
成
四
年
一
〇
月　

岩
波
書
店
）
一
五
頁

（
５
） 

『
漱
石
全
集　

第
十
六
巻
』（
平
成
七
年
四
月　

岩
波
書
店
）
四
六
五
頁
。
な
お
、
杢
太
郎
「
河
岸
の
夜
」
に
は
、「
今
の
窮
屈
な
、
個
人
の
自
由
に
頓
着
し
な

い
家
長
制
度
的
の
道
徳
に
反
抗
す
る
」
人
物
と
し
て
永
井
荷
風
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
） 

『
木
下
杢
太
郎
日
記　

第
一
巻
』（
昭
和
五
四
年
一
一
月　

岩
波
書
店
）
明
治
三
七
年
一
月
九
日
、
明
治
四
二
年
四
月
一
七
日
、
四
月
二
〇
日
、
明
治
四
三
年

六
月
三
日
に
記
述
が
あ
る
。

 

　

な
お
、
杢
太
郎
に
は
、
高
山
樗
牛
を
通
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
受
容
が
あ
っ
た
こ
と
も
一
言
添
え
て
お
く
。「『
パ
ン
の
会
』
と
『
屋
上
庭
園
』」（「
日
本
文
学
講



六
〇

座　

第
九
巻
」
引
用
は
『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
十
五
巻
』
昭
和
五
七
年
十
月　

三
四
八
頁
）
に
は
、
杢
太
郎
の
二
〇
歳
前
後
、
即
ち
、
明
治
三
七
年
頃
の

樗
牛
の
出
現
が
「
多
く
の
青
年
の
心
を
捉
へ
た
」
こ
と
、
自
身
も
「
そ
の
笛
に
踊
ら
さ
れ
た
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
杢
太
郎
は
、
明
治
三
八
年
三
月
か

ら
断
続
的
に『
樗
牛
全
集
』を
購
入
し
読
ん
で
い
る
。「
美
的
生
活
を
論
ず
」が
収
録
さ
れ
た
全
集
第
四
巻
を
読
ん
だ
明
治
三
九
年
二
月
一
一
日
の
日
記
に
は
、

「
清
見
潟
に
於
け
る
樗
牛
と
い
ふ
小
冊
子
」
に
刺
激
さ
れ
た
杢
太
郎
が
夜
通
し
全
集
を
読
ん
だ
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
『
樗
牛
全
集　

第
四
巻
』
に
は
「
美

的
生
活
を
論
ず
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
紹
介
の
中
心
人
物
と
し
て
の
樗
牛
は
、
ニ
ー
チ
ェ
そ
の
人
を
「
極
端
に
し
て
、

而
か
も
最
も
純
粋
な
る
個
人
主
義
の
本
領
を
発
揮
し
て
い
る
（「
文
明
批
評
家
と
し
て
の
文
学
者　

本
邦
文
壇
の
側
面
評
」
明
治
三
四
年
一
月　
「
太
陽
」
）

と
評
価
し
て
い
る
が
、
杢
太
郎
も
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
お
け
る
個
人
主
義
思
想
を
、「convention

」
つ
ま
り
「
順
俗
」
と
い
っ
た
桎
梏
か
ら
解
放
す
る
可
能
性

の
一
つ
と
し
て
肯
定
的
に
摂
取
し
て
い
っ
た
一
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
７
） 

（
６
）
に
同
じ
。
明
治
四
二
年
四
月
一
七
日
の
記
述
に
よ
る

（
８
） 

（
４
）
に
同
じ
。
四
一
五
頁

（
９
） 

（
４
）
に
同
じ
。
一
二
三
頁
。『
冷
笑
』
で
は
「
富
士
山
の
全
景
を
見
渡
し
た
時
」、「
心
で
は
バ
イ
ロ
ン
の
や
う
に
歌
つ
て
見
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
」、
や
は
り

「
間
の
伸
び
た
三
十
一
文
字
の
感
想
」
が
調
和
す
る
と
い
う
実
感
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
紅
雨
は
、「
一
度
現
代
の
反
抗
か
ら
無
頓
着
に
な
つ
て
見
た
暁
、
自

分
な
が
ら
其
の
思
想
の
奥
底
に
ど
れ
だ
け
深
く
伝
説
の
力
が
根
ざ
し
て
ゐ
た
か
を
知
つ
て
呆
れ
」
る
。
続
く
紅
雨
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
は
、「
琴
三
絃
笛
鼓
の
如

き
器
楽
が
伝
へ
る
音
調
」
は
、「
暗
澹
た
る
東
洋
的
悲
哀
」
と
い
っ
た
感
情
を
動
か
す
と
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
自
身
の
内
に
あ
る
「
東
洋
的
悲
哀
」
は
、「
遺

伝
的
思
想
の
修
養
を
経
て
来
た
も
の
ゝ
心
に
し
か
其
の
味
は
解
せ
ら
れ
ぬ
」
と
あ
る
。
一
三
〇
頁

 

　

な
お
、
感
性
の
面
で
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
実
感
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
前
近
代
的
な
音
は
、『
唐
草
表
紙
』
全
一
八
作
品
の
内
、
実
に
一
三
作
品
に
効
果

的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
鷗
外
も
序
文
で
、「
聴
官
に
属
す
る
も
の
に
至
つ
て
は
、
実
に
作
者
の
壇
場
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
10
） 

「「
パ
ン
の
会
」
と
「
屋
上
庭
園
」」（
昭
和
九
年
一
一
月
『
日
本
文
学
講
座
』
第
九
巻
）。
引
用
は
『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
十
五
巻
』（
昭
和
五
七
年
一
〇
月

　

岩
波
書
店
）
三
五
一
頁

（
11
） 

『
雑
音
考
│
思
想
と
し
て
の
転
居
』（
平
成
一
三
年
一
二
月　

人
文
書
院
）
一
四
六
頁
。
な
お
、
樋
口
氏
の
『
三
絃
の
誘
惑
│
近
代
日
本
精
神
史
覚
え
書
』（
平

成
九
年
六
月　

人
文
書
院
）
に
は
、
三
味
線
の
音
な
ど
に
誘
起
さ
れ
る
感
慨
の
本
質
と
い
っ
た
も
の
を
考
察
し
得
た
近
代
日
本
文
学
者
は
、
木
下
杢
太
郎
と

永
井
荷
風
を
頂
点
と
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
七
四
頁
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「
河
岸
の
夜
」に
は
永
井
荷
風
批
判
が
展
開
さ
れ
る
一
節
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
荷
風
は
杢
太
郎
宛
書
簡（
明
治
四
五
年
一
月
一
八
日
）で
、「『
六

月
の
夜
』
以
来
小
生
の
渇
望
致
し
居
り
」
作
品
で
あ
る
と
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。

（
12
） 
明
治
末
年
に
お
け
る
「
遺
伝
」
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
夏
目
漱
石
の
「
趣
味
の
遺
伝
」（
明
治
三
九
年
一
月
「
帝
国
文
学
」
）
だ

ろ
う
。
こ
の
中
で
「
余
」
は
、「
遺
伝
と
い
う
大
問
題
」
を
調
べ
て
い
る
と
い
う
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
余
」
が
遺
伝
に
つ
い
て
調
査
す
る
書
物
の
中

の
一
つ
に
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
心
理
説
」
が
あ
る
。

（
13
） 

『「
捨
て
子
」
た
ち
の
民
俗
学
│
小
泉
八
雲
と
柳
田
國
男
』（
平
成
一
八
年
一
一
月　

角
川
書
店
）

（
14
） 

（
13
）
に
同
じ　

八
九
頁

（
15
） 

『
小
泉
八
雲
全
集　

十
七
巻
』（
昭
和
三
年
一
月　

第
一
書
房
）
三
九
頁

（
16
） 

（
4
）
に
同
じ

（
17
） H

earn,V
ictorian Philosophy, O

n A
rt, by Lafcadio hearn, edited by R.T

anabe, T
.O
chiai and I.N

isizaki, T
he H

okuseido Press, 1941 　
『
ス

ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』（
昭
和
五
七
年
一
二
月　

御
茶
の
水
書
房
）
二
二
五
〜
二
二
六
頁

（
18
） 

「
我
々
の
医
局
に
在
り
し
日
の
土
肥
先
生
」（「
鶚
軒
先
生
追
懐
文
集
」
昭
和
一
二
年
一
一
月　

戊
戍
会　

引
用
は
『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
十
六
巻
』
昭
和

五
七
年
一
一
月　

岩
波
書
店　

二
一
七
頁
）
な
お
、
明
治
四
四
年
六
月
五
日
の
杢
太
郎
の
日
記
に
も
「
と
に
角Physiologie

とPsychatre

（
及
び Psychol-

ogie

）
こ
の
二
つ
の
ど
つ
ち
か
に
し
よ
う
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。（『
木
下
杢
太
郎
日
記　

第
二
巻
』
昭
和
五
五
年
一
月　

岩
波
書
店　

八
六
頁
）

（
19
） 

大
正
五
年
一
〇
月
一
七
日　

和
辻
哲
郎
宛

（
20
） 

杢
太
郎
は
、
東
京
帝
国
大
学
入
学
以
前
、
明
治
三
八
年
四
月
一
九
日
に
呉
秀
三
（
一
八
六
五
〜
一
九
三
二
）
の
演
説
を
聞
き
、
こ
の
時
の
「
洒
脱
な
る
」
演

説
に
よ
っ
て
「
精
神
病
と
い
ふ
も
の
ゝ
概
念
を
ば
え
た
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
呉
秀
三
は
、
精
神
病
は
治
療
し
う
る
も
の
と
し
て
精
神
医
学
の
発
展
に

大
き
な
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
呉
と
大
学
院
時
代
に
心
理
学
の
実
験
研
究
を
行
っ
て
い
た
の
が
元
良
勇
次
郎
（
一
八
五
八
〜

一
九
一
二
）
で
あ
る
。
杢
太
郎
は
帝
大
で
元
良
の
講
義
を
受
講
し
て
お
り
、
日
記
に
も
し
ば
し
ば
元
良
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
る
。

 

　

元
良
は
、
心
理
学
者
と
し
て
は
我
が
国
で
始
め
て
独
立
し
得
た
人
物
で
、
同
時
代
に
多
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
彼
は
、
明
治
一
六
年
か
ら
明
治
二
一
年

ま
で
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
に
留
学
す
る
が
、
こ
こ
で
心
理
学
を
ス
タ
ン
レ
ー
・
ホ
ー
ル
（Granvill Stanley H

all, 

一
八
四
四
〜
一
九
二
四
）
に

学
ぶ
。
ホ
ー
ル
は
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
に
影
響
を
受
け
、
こ
の
道
を
志
し
た
人
物
で
、
ヴ
ン
ト
が
世
界
で
始
め
て
心
理
学
実
験
室
を
開
設
し
た
直
後
に
ヴ
ン
ト



六
二

の
元
を
訪
れ
一
年
間
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
元
良
も
こ
う
し
た
影
響
は
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
四
二
年
の
秋
位
か
ら
は
、
ヴ
ン
ト
会
と
い
っ
て
、
ヴ
ン

ト
の
『
生
理
学
的
心
理
学
』
を
読
む
読
書
会
を
開
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
佐
藤
達
哉
・
溝
口
元
編
著
『
通
史　

日
本
の
心
理
学
』　

平
成
九
・
一
一　

北
大

路
書
房
）。
杢
太
郎
が
実
際
に
受
講
し
た
元
良
晩
年
の
帝
大
に
お
け
る
講
義
は
、
元
良
自
身
の
心
元
説
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
大
学
院
の

授
業
で
は
ヴ
ン
ト
の
著
作
を
使
用
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。『
ヴ
ン
ト
氏
心
理
学
概
論
』
発
刊
年
次
は
次
の
通
り
。
上
巻　

明
治
三
一
年
一
一
月
、
中
巻　

明
治
三
二
年
一
二
月
、
下
巻　

明
治
三
二
年
一
二
月　

富
山
房

（
21
） 

ヴ
ン
ト
著　

比
屋
根
安
定
訳
『
民
族
心
理
学
』（
昭
和
三
四
年
三
月　

誠
信
書
房
）「
序
説
」
二
頁

 

　

な
お
、
心
理
学
の
研
究
の
為
に
実
験
室
を
開
設
し
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヴ
ン
ト
は
、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
的
、
形
而
上
学
的
な
心
理
学
の
方
法
を

と
ら
ず
、
個
人
の
意
識
は
実
験
に
よ
っ
て
研
究
し
う
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
彼
は
個
人
の
意
識
、
即
ち
「
直
接
経
験
」
を
実
験
可
能
な
事
実
と
し
て
取

り
扱
い
、
そ
れ
を
分
解
し
う
る
最
小
単
位
の
要
素
に
ま
で
分
解
し
、
そ
の
要
素
の
連
合
の
法
則
を
突
き
止
め
る
と
い
う
実
験
心
理
学
を
創
始
し
た
。
直
接
経

験
を
扱
い
、
比
較
的
簡
単
な
意
識
作
用
を
取
り
扱
う
も
の
が
、
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
の
体
系
に
お
い
て
は
個
人
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
。

 

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
民
族
心
理
学
（V
olkerpsychologie

）
」
と
い
う
用
語
を
始
め
に
用
い
た
の
は
ド
イ
ツ
の
言
語
学
者
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
で

あ
り
、
ま
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
概
念
は
そ
れ
以
前
に
フ
ォ
ル
ク
（volk

）
と
い
う
概
念
を
打
ち
立
て
た
ヘ
ル
ダ
ー
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
こ
う
い
っ
た
流
れ
の
中
に
民
族
心
理
学
運
動
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
モ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ツ
ァ
ル
ス
と
ハ
イ
マ
ン
・
シ
ュ
タ
ー
ル

に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た『
民
族
心
理
学
と
言
語
学
雑
誌（Zeitschrift fur V

olkerpsychologie und Sprachw
issenschaft

）
』で
あ
る
。
彼
等
は
こ
こ
で
、

「
科
学
的
、
歴
史
的
な
方
法
」
を
用
い
て
、「
民
族
精
神
」
な
る
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
民
族
の
言
語
や
神
話
と
い
っ
た

文
化
現
象
の
分
析
が
行
わ
れ
た
（
マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ル
著　

天
野
清
訳
『
文
化
心
理
学　

発
達
・
認
知
・
活
動
へ
の
文
化
・
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』　

平
成

一
六
年
六
月　

新
曜
社　

三
二
〜
三
七
頁
）。
ヴ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
ラ
ツ
ァ
ル
ス
や
シ
ュ
タ
ー
ル
と
同
様
に
「
民
族
精
神
」
は
、
言
語
や
神
話
、
宗
教
、
そ

し
て
芸
術
な
ど
に
表
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
ラ
ツ
ァ
ル
ス
や
シ
ュ
タ
ー
ル
が
、
個
人
の
意
識
を
そ
の
ま
ま
民
族
精
神
の
中
に

組
み
こ
も
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
ヴ
ン
ト
は
、
個
人
意
識
と
は
別
に
民
族
精
神
が
存
在
す
る
と
考
え
、
個
人
意
識
と
民
族
意
識
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
22
） 

（
20
）
に
同
じ
。
上
巻　

四
六
〜
四
七
頁

（
23
） 

マ
イ
ケ
ル
・
コ
ー
ル
著　

天
野
清
訳
『
文
化
心
理
学　
発
達
・
認
知
・
活
動
へ
の
文
化―

歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
平
成
一
六
年
六
月　

新
曜
社
）
四
七
頁
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（
24
） 

（
23
）
に
同
じ
。
一
三
五
頁　

（
25
） 
『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
八
巻
』（
昭
和
五
六
年
九
月　

岩
波
書
店
）
一
六
〇
頁

（
26
） 
（
20
）
に
同
じ
。
上
巻　

四
六
頁

（
27
） 

（
20
）
に
同
じ
。
下
巻　

六
一
一
頁

 

同
様
の
概
念
は
、
夏
目
漱
石
の
『
文
学
論
』（
明
治
四
〇
年
五
月
）
に
も
み
ら
れ
る
。
漱
石
は
、『
文
学
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
文
学
の
形
式
を
定
義
し
た
（
Ｆ

＋
ｆ
）
の
「
Ｆ
」
を
、
個
人
の
一
刻
一
刻
変
化
す
る
意
識
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
共
同
体
の
「
集
合
意
識
」
に
至
る
三
つ
の
段
階
を
分
類
し
て
い
る
。
漱
石
は
、

「
集
合
意
識
」
は
、「
時
代
を
同
じ
く
す
る
民
衆
」
の
集
合
的
な
も
の
で
あ
り
、「
時
代
思
潮
（Z

ツ
ア
イ
ト
ガ
イ
ス
ト

eitgeist

）
」
や
、「
勢
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。（『
文

学
論
（
上
）
』﹇
平
成
一
九
年
二
月　

岩
波
文
庫
﹈
三
七
〜
三
九
頁
）
さ
ら
に
第
三
編
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
集
合
意
識
」
を
規
定
し
て
い
る
。

 

「
凡
そ
吾
人
の
意
識
内
容
た
る
Ｆ
は
人
に
よ
り
時
に
よ
り
、
性
質
に
お
い
て
数
量
に
お
い
て
異
な
る
も
の
に
し
て
そ
の
原
因
は
遺
伝
、
性
格
、
社
会
、
習

慣
等
に
基
く
こ
と
勿
論
な
れ
ば
、
吾
人
は
左
の
如
く
断
言
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
即
ち
同
一
の
境
遇
、
歴
史
、
職
業
に
従
事
す
る
も
の
に
は
同
種
の
Ｆ

が
主
宰
す
る
こ
最
も
普
通
の
現
象
な
り
と
す
と
」（『
文
学
論
（
上
）
』﹇
平
成
一
九
年
二
月　

岩
波
文
庫
﹈
二
九
二
〜
二
九
三
頁
）。
ま
た
「
第
五
篇
集

合
的
Ｆ
」
に
も
漱
石
の
論
考
が
あ
る
が
、
共
時
的
な
民
族
共
同
体
の
意
識
な
る
も
の
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ヴ
ン
ト
の
影
響

下
に
あ
っ
た
杢
太
郎
と
漱
石
は
奇
し
く
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

 

　

た
だ
ヴ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
一
ノ
民
族
結
合
体
ニ
於
ケ
ル
表
象
及
ビ
感
情
ノ
締
結
」
が
「
集
全
意
識
」
で
あ
り
、「
其
共
通
ノ
意
志
傾
向
」
を
示
す
「
集
全

意
志
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。（『
ヴ
ン
ト
氏
心
理
学
概
論
』
下
巻　

六
二
頁
）『
唐
草
表
紙
』
に
お
い
て
は
、
太
棹
の
音
色
な
ど
の
聴
覚
を
契
機
と
し
て
、

民
族
に
通
事
的
な
感
覚
を
実
感
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ヴ
ン
ト
の
定
義
す
る
「
集
全
意
識
」
に
近
い
も
の
が
「
遺
伝
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
漱
石
蔵
書
に
は
、
杢
太
郎
の
愛
読
し
た
『
グ
リ
ン
ド
リ
ス
』
の
他
に
も
ヴ
ン
ト
の
著
作
が
二
冊
確
認
で
き
る
。（『
漱
石
全
集　

第

二
十
七
巻
』（
平
成
八
年
一
二
月　

岩
波
書
店
）
所
収
「
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
一
一
四
一
〜
一
一
四
三
）。
ま
た
、『
三
四
郎
』
に
み
ら
れ
る
ヴ
ン
ト
の
統
覚
論

か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
大
久
保
純
一
郎
氏
の
論
考
が
あ
る
。（『
漱
石
と
そ
の
思
想
』（
昭
和
四
九
年
一
二
月　

荒
竹
出
版
）二
八
〇
〜
二
八
三
頁
）。

 

　

更
に
藤
井
淑
禎
氏
は
、
明
治
四
十
年
前
後
の
「
追
憶
小
説
」
と
い
う
一
ジ
ャ
ン
ル
の
回
想
表
現
に
、
ヴ
ン
ト
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
心
理
学
か
ら
の
影
響
を
み
て



六
四

い
る
。（『
小
説
の
考
古
学
へ

│
心
理
学
・
映
画
か
ら
見
た
小
説
技
法
史
』﹇
平
成
一
三
年
二
日
名
古
屋
大
学
出
版
会
﹈
一
一
九
〜
一
四
〇
頁
）。

（
28
） 
「
個
人
析
出
の
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
│
近
代
日
本
を
ケ
ー
ス
と
し
て
│
」（『
日
本
に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
』
所
収　

昭
和
四
三
年
七
月　

岩
波
書
店
）

三
八
〇
〜
三
八
一
頁
。
丸
山
氏
の
こ
の
定
義
は
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
マ
リ
ウ
ス
・
Ｂ
・
ジ
ャ
ン
セ
ン
の
時
期
区
分
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
橋

川
文
三
も
、
こ
の
両
者
の
見
解
に
依
拠
し
な
が
ら
、
明
治
の
末
年
に
「
失
わ
れ
た
日
本
」「
原
始
の
日
本
」
を
探
究
す
る
と
い
う
思
想
的
な
特
徴
が
顕
著
で
あ

る
時
期
を
明
治
の
「
第
二
維
新
」
と
し
て
い
る
。（『
昭
和
維
新
試
論
』
平
成
一
九
年
五
月　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
七
五
頁
。

（
29
） 

（
28
）
に
同
じ
。
三
七
二
頁
。

（
30
） 

（
28
）
に
同
じ
。
三
七
三
〜
三
七
五
頁
。

（
31
） 

『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究　

上
』（
昭
和
六
〇
年
五
月　

文
巧
社
）
六
〜
七
頁

（
32
） 

（
31
）
に
同
じ　

一
一
六
〜
一
二
四
頁

（
33
） 

『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
七
巻
』（
昭
和
五
六
年
六
月　

岩
波
書
店
）
三
五
二
頁

（
34
） 

一
方
彼
に
「
美
し
い
女
」
と
い
う
印
象
を
残
す
女
性
は
、
女
義
太
夫
で
あ
り
、「
音
楽
の
な
い
女
」
と
対
極
的
な
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
35
） 

「
夷
講
の
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
」
に
は
、「
か
う
云
ふ
夜
の
事
を
遙
か
経
つ
て
か
ら
考
へ
て
見
る
と
、
何
か
そ
れ
ら
の
事
は
み
ん
な
黒
い
水
か
な
に
か
の
底
の

出
来
ご
と
で
、
ど
う
捜
し
て
も
再
び
掴
む
事
の
出
来
な
い
世
界
に
象か
た
ちを
現
は
し
た
も
の
の
や
う
に
思
ふ
」と
あ
る
。
さ
ら
に「
葬
式
の
前
の
日
の
こ
と
」で
は
、

「
其
当
時
の
光
景
」
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
「
女
の
顔
の
回
想
の
や
う
に
、
直
ぐ
ぼ
ん
や
り
と
し
て
し
ま
ふ
」
と
あ
り
回
想
の
世
界
の
捉
え
難
さ
と
い
っ
た

類
似
性
が
指
摘
で
き
る
。

（
36
） 

明
治
末
年
か
ら
我
が
国
で
は
「
追
憶
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
流
行
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
作
家
自
ら
が
自
身
の
幼
少
年
期
回
顧
を
モ
テ
ィ
ー

フ
と
す
る
場
合
に
こ
う
い
っ
た
表
現
の
類
似
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
述
べ
た
。「
永
井
荷
風
と
追
憶
文
学
の
流
行
」（「
立
命
館
文
学
」
第

五
九
二
号　

平
成
一
八
・
二
）
四
八
〇
〜
四
八
二
頁

（
37
） 

『
白
秋
全
集　

２
』（
昭
和
六
〇
年
四
月　

岩
波
書
店
）
三
〇
〇
頁

（
38
） 

「
春
徑
独
語
」（「
冬
柏
」
昭
和
九
年
五
月
）『
木
下
杢
太
郎
全
集　

第
十
五
巻
』（
昭
和
五
七
年
一
〇
月　

岩
波
書
店
）
二
三
一
頁

（
39
） 

「
公
衆
と
予
と
」（「
白
樺
」
明
治
四
五
年
二
月
）
引
用
は
（
25
）
に
同
じ
。
三
三
頁

（
40
） 

『
ヴ
ン
ト
の
民
族
心
理
学
』（
大
正
七
年
六
月　

文
明
書
院
・
隆
文
館
）
八
四
頁



六
五

木
下
杢
太
郎
『
唐
草
表
紙
』
論

（
41
） 

樹
下
龍
児
『
日
本
の
文
様　

そ
の
歴
史
』（
平
成
一
八
年
一
一
月　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
一
五
六
頁

（
42
） 
（
41
）
に
同
じ
。
六
〇
頁

（
43
） 
（
41
）
に
同
じ
。
六
四
頁

﹇
付
記
﹈
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
〇
七
年
度
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
〇
日　

於
天
理
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
発
表

時
に
様
々
な
有
益
な
御
教
示
を
賜
っ
た
こ
と
に
謝
意
を
表
し
た
い
。


