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は
じ
め
に

さ
て
、
今
回
の
『
愛
着
に
つ
い
て
、
作
者
と
作
品
、
芸
術
鑑
賞
』
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の

も
の
で
あ
り
、
―
―
ま
ず
、
「
愛
着
」
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
も
う
実

に
色
々
な
も
の
や
活
動
な
ど
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
毎
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
も
の

と
「
関
わ
り
」
を
持
ち
な
が
ら
生
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
単
に
そ
れ
ら
と
「
関
わ
り
」

を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
す
ぐ
に
そ
の
対
象
に
「
愛
着
」
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、

や
は
り
、
そ
の
対
象
と
あ
る
程
度
「
慣
れ
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
対
象
へ
の

「
愛
着
」
と
い
う
も
の
は
、
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
る
程
度
、
「
慣
れ
親
し
む
」
と

い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
、
そ
の
対
象
に
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
来
る
の
か
と
問
え
ば
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
く
、
や
は
り
、
そ
の
中
で
も
、「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」（
或
い
は
「
楽

し
い
想
い
出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
着
」
と
い
う

、
、

も
の
は
、
は
っ
き
り
と
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

一
方
、
「
作
者
」
と
「
作
品
」
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
親
」
と
「
子
」
と
の
関
係

で
あ
り
、
母
親
は
、
自
分
の
「
胎
内
」
で
次
第
に
「
熟
し
て
き
た
も
の
」
を
外
に
「
生
み
出
す
」
こ
と
に

な
る
が
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
作
者
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
で
次
第
に
「
熟
し

て
き
た
も
の
」
を
外
に
「
生
み
出
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
が
、
ま
さ
に
「
作
品
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
し
て
、
「
作
品
」
と
い
う
の
は
、
間
違
い

な
く
、
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）
か
ら
生
み
出

さ
れ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
芸
術
鑑
賞
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
「
作

品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
時
の
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も

の
」
）
へ
と

遡

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
、

さ
か
の
ぼ

興
味
や
関
心
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
と
も
訪
ね
て
見
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
三
月
吉
日
（
決
定
版
）

如
月
翔
悟
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愛
着
に
つ
い
て

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
の
ま
わ
り
に
は
、
も
う
実
に
色
々
な
も
の
や
活
動
な
ど
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

る
わ
け
だ
が
、
毎
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
と
「
関
わ
り
」
を
持
ち
な
が
ら
生
き
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
単
に
そ
れ
ら
と
「
関
わ
り
」
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
す
ぐ
に
そ
の

対
象
に
「
愛
着
」
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
や
は
り
、
そ
の
対
象
と
あ
る
程
度
「
慣
れ
親
し
む
」

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
対
象
へ
の
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
は
、
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
あ
る
程
度
、
「
慣
れ
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
、
そ
の
対
象
に
「
愛

着
」
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
来
る
の
か
と
問
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
く
、
や
は
り
、
そ
の
中
で

も
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
楽
し
い
想
い
出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ

う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
は
、
は
っ
き
り
と
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
毎
日
、
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
「
音
楽
」
を

耳
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
う
毎
日
、
実
に
い
ろ

い
ろ
な
「
音
楽
」
と
何
ら
か
の
意
味
で
「
関
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
も
ち

ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
「
音
楽
」
に
興
味
や
関
心
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や

は
り
、
そ
の
人
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
人
の
心
が
動
い
た
時
に
、
そ
の
「
音
楽
」
に
興
味
や
関

心
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
―
―
つ
ま
り
、
初
め
て
そ
の
「
音
楽
」
を
聞
い
た
時
か
ら
、
は
っ
き

り
と
心
が
動
く
場
合
と
、
何
回
か
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
、
そ
の
「
音
楽
」
に
心
惹
か
れ
る
よ
う

に
な
る
場
合
と
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
「
興
味
や
関
心
」
を
示

せ
ば
、
も
う
一
度
、
そ
の
「
音
楽
」
を
聴
き
た
く
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
度
重
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
「
音
楽
」
と
の
関
わ
り
も
、
そ
れ
だ
け
深
く
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す

、
、
、

な
わ
ち
、
そ
の
「
音
楽
」
と
「
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
段
階
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
音
楽
」
の
「
内

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

容
」
を
、
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
段
階
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

、
さ
て
、
そ
の
「
音
楽
」
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
け
れ
ば
、
や
が
て
「
興
味
や
関
心
」

は
う
す
れ
て
い
く
だ
ろ
う
が
、
一
方
、
そ
の
「
音
楽
」
が
気
に
入
れ
ば
気
に
入
る
ほ
ど
、
さ
ら
に
何
度
も
、

そ
の
「
音
楽
」
を
聴
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
、
み
ず
か
ら
歌
っ
て
み
る
こ

と
も
多
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
、
そ
の
「
音
楽
」
と
は
、
よ
り
深
く
「
慣
れ
親
し
む
」
こ
と
に
な
る
わ
け
で

、
、
、
、
、

あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
そ
の
「
音
楽
」
の
「
曲
や
歌
詞
」
な
ど
が
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心

の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
歌
っ
て
い
る
歌
手
の
「
顔
の

表
情
や
身
ぶ
り
あ
る
い
は
歌
い
方
の
癖
」
な
ど
も
、
一
緒
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
み
ず
か
ら
歌
を
歌
う
よ
う
な
時
に
は
、
そ
の
歌
手
の
「
物
ま
ね
」
な
ど

を
し
て
歌
う
こ
と
も
、
非
常
に
多
く
な
る
か
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
「
真
似
る
」
と
い
う
こ
と
に
、
一
体
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ

、
、
、

れ
は
、
「
真
似
る
」
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「
学
ぶ
」
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
「
同
意
語
」
で
あ
り
、
歌
っ
て

、
、
、

、
、

、
、
、

い
る
歌
手
の
「
顔
の
表
情
や
身
ぶ
り
あ
る
い
は
歌
い
方
の
癖
」
な
ど
を
、
す
べ
て
本
物
そ
っ
く
り
に
真
似

て
、
そ
の
人
に
な
り
き
っ
て
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
単
に
外
か
ら
見
聞
き
し
て
い
た
時
に
は
、
ま
っ

た
く
気
づ
か
な
か
っ
た
、
実
に
様
々
な
こ
と
を
、
ま
さ
に
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
感
じ
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
歌
詞
の
一
つ
一
つ
の
意
味
が
、
よ
り
深

く
実
感
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
歌
っ
て
い
る
歌
手
の
「
歌
い
方
の
様
々
な
特
徴
や

微
妙
な
息
づ
か
い
、
ま
た
、
そ
の
時
々
の
心
の
微
妙
な
動
き
」
ま
で
も
、「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
は
、
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こ
う
い
う
感
じ
や
思
い
で
歌
っ
て
い
た
の
か
！
」
と
、
ま
さ
に
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
感
じ
取

、
、

、
、

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
対
象
を
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
真
似
て
、
そ
の

対
象
そ
の
も
の
と
な
っ
て
、
そ
の
内
面
を
徹
底
的
に
生
き
て
み
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
そ
の
対

、
、
、
、

象
（
の
内
面
）
を
実
感
と
し
て
理
解
す
る
「
最
良
の
方
法
」
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
、
音
楽

と
こ
ろ
で
、
好
き
な
「
音
楽
」
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
Ｃ
Ｄ
」
な
ど
を
買
っ
て
き
て
、
そ
の
買
っ
て

き
た
「
Ｃ
Ｄ
」
な
ど
を
何
度
も
聴
く
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
そ
の
買
っ
て
き
た
「
Ｃ
Ｄ
」
を
何
度
も

徹
底
的
に
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
買
っ
て
き
た
「
Ｃ
Ｄ
」
で
聴
い
た
「
音
」
が
、
そ
の
ま
ま
そ
の
「
音

、

、

楽
」
の
ま
さ
に
「
原
音
」
と
し
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記

、

、
、

、

憶
保
存
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
と
言

、
、
、

え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
音
楽
」
を
聴
く
時
に
は
、
い
つ
も
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）

に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
原
音
」
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
そ
の
「
音
楽
」
を
聴
く
よ
う
に
な
る

、
、
、
、

、
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
な
ど
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
作
曲
の
交
響
曲
第

五
番
「
運
命
」
を
、
カ
ラ
ヤ
ン
指
揮
・
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
演
奏
の
「
レ
コ
ー
ド
」

な
ど
で
、
何
度
も
何
度
も
徹
底
的
に
聴
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
カ
ラ
ヤ
ン
指
揮
・
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ

ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
演
奏
の
交
響
曲
第
五
番
「
運
命
」
の
「
音
」
が
、
そ
の
ま
ま
交
響
曲
第
五
番
「
運
命
」

、

の
ま
さ
に
「
原
音
」
と
し
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ

、
、

る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
今
度
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
五
番
「
運
命
」
を

聴
く
時
に
は
、
い
つ
も
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る

「
原
音
」
（ｶ

ﾗ
ﾔ
ﾝ

指
揮･

ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾊ
ｰ
ﾓ
ﾆ
ｰ

管
弦
楽
の
「
音
」
）
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
交
響
曲
第
五

、
、

、

番
「
運
命
」
を
聴
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
指
揮
者
や
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
な
ど
が
演
奏
す
る
交
響
曲
第
五
番
「
運
命
」
を
数
多
く
聴
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」

（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
た
「
原
音
」
も
、
様
々
な
影
響
を
受
け
て
、
次
第

、
、

に
変
化
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
「
愛
着
」
を
持
つ
の
は
、
ま
さ

、
、

に
そ
の
「
原
音
」
な
の
で
あ
る
。

、
、

例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
昔
で
あ
れ
ば
、
蓄
音
機
な
ど
で
、
そ
の
人
の
好
き
な
「
音
楽
」
を
何
度
も
何
度

も
徹
底
的
に
聴
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
好
き
な
そ
の
「
音
楽
」
の
「
原
音
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
蓄
音

、
、

機
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
特
有
の
「
音
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
の
「
Ｃ
Ｄ
」
で
、
同
じ
「
音
楽
」
を

、

聴
い
た
と
し
て
も
、
な
る
ほ
ど
、
雑
音
も
な
く
、
極
め
て
綺
麗
な
「
音
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の

人
の
「
心
」
を
本
当
の
意
味
で
真
に
満
た
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
―
―
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
の

「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
原
音
」
と
、
そ
の
「
音
」
と
は

、
、

、

ぴ
っ
た
り
と
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
う
し
て
も
し
っ
く
り
と
い
か
な
い
部
分
が
残
る

と
と
も
に
、
そ
の
し
っ
く
り
と
い
か
な
い
部
分
が
残
る
が
た
め
に
、
逆
に
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或

い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
原
音
」
と
ぴ
っ
た
り
と
合
う
「
音
」
に
め
ぐ
り
逢

、
、

、

い
た
い
と
い
う
想
い
に
も
襲
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
狭
義
の
「
愛
着
」
で
あ
り
、
そ
し

、
、

て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
原
音
」
と
ぴ
っ

、
、

た
り
と
合
う
よ
う
な
「
音
」
に
め
ぐ
り
逢
え
た
時
に
こ
そ
、
そ
の
人
の
「
心
」
は
、
本
当
の
意
味
で
真
に

、
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満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
あ
、
そ
う
そ
う
、
こ
の
音
だ
。
私
が
若
い
頃
に

夢
中
に
な
っ
て
聴
い
た
あ
の
時
の
音
だ
！
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
そ
の
当
時
の
様
々
な
「
想
い
出
」

と
と
も
に
、
非
常
に
懐
か
し
く
想
い
出
さ
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
子
供
の
頃

そ
れ
は
、
何
も
「
音
楽
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
他
、
す
べ
て
の
こ
と
に
言
え

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
子
供
の
頃
に
、
近
く
の
川
や
池
、
あ
る
い
は
田
ん
ぼ
な
ど
で
、
川
ざ
か
な
や

ザ
リ
ガ
ニ
な
ど
を
ア
ミ
で
捕
ら
え
た
り
、
ま
た
、
カ
エ
ル
や
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
を
捕
ま
え
た
り
し
た

と

つ
か

こ
と
、
ま
た
、
近
く
の
雑
木
林
で
は
、
カ
ブ
ト
ム
シ
や
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
な
ど
を
捕
ま
え
た
り
、
ま
た
、
セ

つ
か

ミ
や
ト
ン
ボ
な
ど
を
捕
っ
た
り
、
あ
る
い
は
近
く
の
裏
山
に
の
ぼ
っ
て
、
友
だ
ち
と
そ
こ
で
遊
ん
だ
り
し

と

た
こ
と
、
ま
た
、
学
校
の
友
だ
ち
や
近
所
の
子
供
た
ち
と
か
く
れ
ん
ぼ
や
鬼
ご
っ
こ
遊
び
、
ま
た
、
メ
ン

コ
遊
び
や
ビ
ー
玉
遊
び
、
あ
る
い
は
ベ
ー
ゴ
マ
な
ど
で
遊
ん
だ
り
、
さ
ら
に
凧
揚
げ
や
独
楽
廻
し
、
ま
た
、

竹
馬
な
ど
で
遊
ん
だ
り
し
た
こ
と
な
ど
、
そ
う
い
う
子
供
の
頃
に
何
度
も
遊
ん
だ
場
所
や
自
然
の
風
景
と

い
う
の
は
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い

る
、
ま
さ
に
「
原
風
景
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
ザ
リ
ガ
ニ
、
カ
エ
ル
、
ト
ン
ボ
、
セ
ミ
捕
り
、

、
、
、

ま
た
、
か
く
れ
ん
ぼ
や
鬼
ご
っ
こ
、
メ
ン
コ
遊
び
、
凧
揚
げ
、
独
楽
廻
し
、
そ
の
他
、
そ
う
い
う
言
葉
を

聞
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
人
が
子
供
の
頃
に
何
度
も
捕
っ
た
り
遊
ん
だ
り
し
た
、
そ
の
「
原
風
、
、

と

景
」
が
鮮
や
か
に
想
い
出
さ
れ
て
来
る
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心

、

あ
ざ

の
中
」）
に
ま
さ
に
「
原
体
験
」
と
し
て
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、

そ
し
て
、
大
人
に
な
れ
ば
、
今
度
は
、
大
人
の
立
場
か
ら
、
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
る
時
に
は
、
必
ず

そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
「
原、

風
景
」
や
「
原
体
験
」
な
ど
と
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
子
供
た
ち
の
遊
び
を
見
て
い
る
と
と
も
に
、
自
分

、
、

、
、
、

が
子
供
だ
っ
た
頃
と
同
じ
よ
う
な
「
遊
び
方
」
を
し
て
い
れ
ば
、
な
ぜ
か
非
常
に
懐
か
し
く
感
じ
ら
れ
る

、
、
、

も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
「
原
風
景
」
や
「
原
体
験
」
と
ま
さ
に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
り
、
逆

、
、
、

、
、
、

に
、
自
分
が
子
供
だ
っ
た
頃
と
違
っ
た
よ
う
に
遊
ん
で
い
る
時
に
は
、
何
か
違
和
感
を
感
じ
た
り
す
る
の

も
、
自
分
自
身
の
「
原
風
景
」
や
「
原
体
験
」
と
ど
こ
か
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
―
―
す
な
わ
ち
、

、
、
、

、
、
、

わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
自
身
の
「
原
風
景
」
や
「
原
体
験
」
と
一
致
す
る
よ
う

、
、
、

、
、
、

な
も
の
に
こ
そ
、
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
は
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
「
愛
着
」

、
、

、
、

を
感
じ
る
の
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
何
か
「
楽
し
い
想
い
出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な

も
の
」
で
あ
り
、
逆
に
、
い
や
な
、
想
い
出
し
た
く
も
な
い
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
愛

着
」
が
生
じ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
あ
ま
り
な
い
の
だ
ろ
う
。

三
、
食
べ
物

そ
れ
は
、
食
べ
物
や
飲
み
物
な
ど
に
対
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
新
し
い
「
食
べ
物
や
飲
み
物
」
な
ど
に
対

し
て
は
、
極
め
て
強
い
「
好
奇
心
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
い

わ
ゆ
る
「
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
」
（
或
い
は
「
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の
」
）
、
そ
の
中
で
も
、
「
特
に
気

に
入
っ
て
い
る
も
の
」
に
対
し
て
は
、
は
っ
き
り
と
「
愛
着
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
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る
「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
、
子
供
の
頃
か
ら
、
母
親
が
味
つ
け
を
し
た
料
理
を
、
ず
っ
と
食
べ
続
け
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
母
親
が
味
つ
け
を
し
た
様
々
な
料
理
に
す
っ
か
り
「
慣
れ
親
し
む
」
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の

「
慣
れ
親
し
ん
だ
料
理
（
味
）
」
の
な
か
で
も
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
料
理
（
味
）
」
こ
そ
は
、
ま
さ

に
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
お
ふ
、
、

く
ろ
の
味
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
広
い
意
味
で
は
、
母
親
が
味
つ
け
を
し
た
す

、
、
、
、

べ
て
の
料
理
が
、
す
な
わ
ち
、「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

、
、
、
、
、
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
や
が
て
、
そ
の
人
が
大
人
に
な
っ
た
時
に
、
い
わ
ゆ
る
「
お
ふ
く
ろ
の
味
」
が
恋

、
、
、
、
、
、

し
く
な
る
の
は
、
一
体
、
な
ぜ
な
の
か
？

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
当
時
の
い
ろ
い
ろ
な
「
懐
か
し
い

想
い
出
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い

は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
「
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
味
」
へ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
郷
愁
（
つ
ま
り
「
愛
着
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
若
し
も
そ
の
人
が
「
或

、
、

、
、

、

る
味
」
に
こ
だ
わ
る
場
合
に
は
、
必
ず
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
、
ま
さ
に

、
、

そ
の
「
或
る
味
」
と
い
う
も
の
が
、
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
「
或
る
味
」
に
ぴ

、
、
、

、
、
、

っ
た
り
と
合
う
よ
う
な
も
の
を
、
ま
さ
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
或
る
、
、

味
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
味
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
の
料
理
人
な
ら
ば
、
よ
り
「
新
し
い
味
」
（
理
想
の
味
）
と
い
う
も
の
を
探
し

求
め
る
こ
と
も
多
い
か
と
思
う
が
、
例
え
ば
、
ラ
ー
メ
ン
な
ら
ラ
ー
メ
ン
の
、
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
「
究、

極
の
味
」
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
風
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
ラ
ー
メ
ン
の
究
極
の
「
一
な
る
も

、
、
、

、
、

、
、
、
、

の
」（
そ
れ
は
「
ラ
ー
メ
ン
の
イ
デ
ア
」）
を
愛
し
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

、

、
、
、

四
、
言
葉

一
方
、
「
言
葉
」
に
し
て
も
、
乳
幼
児
の
頃
か
ら
、
毎
日
、
毎
日
、
絶
え
ず
耳
に
し
、
ま
た
、
そ
れ
を

幼
児
の
頃
か
ら
、
使
っ
て
き
た
「
言
葉
（
日
本
語
）
」
こ
そ
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
「
頭
の
中
」
（
或

、
、
、

い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
「
原
音
（
母
国
語
）
」
で
あ

、
、
、

る
が
、
そ
の
中
で
も
、
そ
の
人
が
生
ま
れ
育
っ
た
郷
土
の
「
言
葉
（
つ
ま
り
方
言
）
」
こ
そ
は
、
そ
の
人

、
、

、
、

な
か

に
と
っ
て
は
、
最
も
「
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉
」
（
つ
ま
り
「
原
音
」
）
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ

、
、

、
、

ゆ
え
、
そ
の
人
は
、
そ
の
郷
土
の
「
言
葉
（
つ
ま
り
方
言
）
」
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン

、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ス
ま
で
感
じ
分
け
る
こ
と
が
で
き
得
る
と
と
も
に
、
地
方
か
ら
都
会
へ
と
出
て
、
そ
の
都
会
で
、
自
分
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
ま
れ
育
っ
た
郷
土
の
「
言
葉
（
つ
ま
り
方
言
）
」
な
ど
を
耳
に
す
る
と
、
な
ぜ
か
非
常
に
懐
か
し
い
思

、
、

、
、

い
に
襲
わ
れ
る
の
も
、
乳
幼
児
の
頃
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
深
く
「
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
言
葉
（
方
言
）
」

、
、

に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
は
っ
き
り
と
「
愛
着
」
を
感
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

、
、

は
、
日
本
か
ら
海
外
へ
と
出
て
、
ど
こ
か
の
外
国
で
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
に
、
そ
の

こ
と
を
は
っ
き
り
と
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

例
え
ば
、
海
外
へ
の
留
学
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
仕
事
上
で
の
単
身
赴
任
で
あ
れ
、
今
ま
で
と
は
全
く
違

っ
た
、
す
べ
て
が
外
国
語
の
環
境
の
な
か
で
、
一
人
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
当
初
は
、
ど
う
し
て

も
相
手
と
の
「
意
志
疎
通
」
と
い
う
点
で
、
日
本
語
の
時
の
よ
う
な
思
う
存
分
の
「
意
志
疎
通
」
と
い
う

、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、

も
の
は
、
な
か
な
か
で
き
に
く
い
と
と
も
に
、
ス
ト
レ
ス
も
た
ま
り
や
す
い
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
時

に
、
日
本
語
の
話
せ
る
人
間
に
め
ぐ
り
逢
え
れ
ば
、
何
か
救
わ
れ
た
よ
う
な
思
い
に
襲
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
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ま
た
、
日
本
語
の
ラ
ジ
オ
放
送
と
か
テ
レ
ビ
番
組
（
ビ
デ
オ
）
な
ど
を
見
聞
き
す
れ
ば
、
な
に
か
非
常
に

懐
か
し
い
思
い
に
襲
わ
れ
る
と
と
も
に
、
自
分
が
間
違
い
な
く
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と

、
、
、

思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
の
話
せ
る
人
間
の
な
か
で
も
、
外
国
人
よ

り
は
日
本
人
、
日
本
人
の
な
か
で
も
同
じ
郷
土
の
人
、
そ
の
「
郷
土
の
言
葉
（
つ
ま
り
方
言
）
」
な
ど
に

、
、

、
、

め
ぐ
り
逢
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
も
う
「
涙
が
出
る
ほ
ど
懐
か
し
い
と
い
う
思
い
」
に
襲
わ
れ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
家
族
の
「
言
葉
（
声
）
」
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
も
う
感
極
ま
っ
て
、

、
、

、

、
、
、
、
、
、
、

涙
が
あ
ふ
れ
出
て
止
ま
ら
な
い
よ
う
な
「
精
神
状
態
」
に
深
く
襲
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
乳
幼
児
の
頃
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
「
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉
（
原、

音
）
」
で
あ
り
、
そ
の
ど
こ
ま
で
も
「
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
」
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
、
は
っ
き
り
と
「
親
近
感
」
（
或
い
は
「
愛
着
」
）
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
と

、
、
、

、
、

も
に
、
そ
の
ど
こ
ま
で
も
「
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
」
に
め
ぐ
り
逢
っ
た
時
に
こ
そ
、
そ
の
人
の
「
頭

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
「
原
形
（
記、

憶
）」
と
ど
こ
ま
で
も
深
く
「
共
感
・
共
鳴
」
し
て
い
る
「
心
的
状
態
」
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

、

、
、

、
、

、
、
、
、

五
、
映
画

例
え
ば
、
若
い
時
に
、
あ
る
「
映
画
」
を
観
て
、
非
常
に
感
動
し
た
場
合
、
そ
の
感
動
し
た
「
映
画
」

は
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
る
も
の
だ
が
、

そ
の
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
人
の
そ
の
「
映
画
」
に
対
す
る
「
原
形
（
記
憶
）
」
と
な
る

、
、

も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
「
映
画
」
を
観
る
時
に
は
、
必
ず
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心

の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
「
原
形
（
記
憶
）
」
と
比
較
対
照
し
な
が

、
、

ら
、
観
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
映
画
を
何
回
か
観
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
映
画
の
「
内

容
の
理
解
」
を
よ
り
深
め
た
り
、
ま
た
、
新
し
い
発
見
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
感

動
の
「
原
形
（
記
憶
）
」
と
ほ
ぼ
ぴ
っ
た
り
と
合
う
場
合
に
は
、
「
や
っ
ぱ
り
、
い
い
映
画
だ
、
ほ
ん
と

、
、

う
に
い
い
映
画
だ
な
あ
」
と
い
う
感
じ
で
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
「
共
感
・
共
鳴
」
を
よ
り
深
め
る
こ
と
に

、
、

、
、

な
る
か
と
思
う
が
、
一
方
、
そ
の
感
動
の
「
原
形
（
記
憶
）
」
と
次
第
に
ズ
レ
が
生
じ
、
そ
の
ズ
レ
が
だ

、
、

ん
だ
ん
と
大
き
く
な
る
に
連
れ
て
、
そ
の
「
映
画
」
へ
の
「
思
い
入
れ
（
熱
）
」
と
い
う
も
の
も
、
次
第

、
、
、
、

、

に
弱
ま
っ
て
い
く
の
が
、
ふ
つ
う
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
、
最
初
に
観
た
時
の
「
感
動
」
ま
で
消
え
て
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
初
に
観
た
時
の
「
感
動
」
と
そ
の

、
、

「
原
形
（
記
憶
）
」
は
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
忘
れ
ら
れ
な
い
「
想
い
出
」

、
、

、
、
、

と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
、
そ
の
人
は
、

、
、
、
、

何
歳
で
、
何
月
の
何
日
の
、
天
候
は
何
で
、
ど
こ
の
何
と
い
う
映
画
館
で
、
誰
と
ど
う
い
う
「
心
の
状
態
」

の
時
に
、
誰
が
主
演
の
何
と
い
う
映
画
を
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
観
た
の
か
、
そ
う
い
う
た
だ
一
度
限

り
の
「
絶
対
的
な
時
間
と
空
間
と
状
況
」
の
な
か
で
観
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
記
憶
」
は
、
そ

、
、

、
、

、
、

、
、

れ
だ
け
「
よ
り
鮮
明
に
」
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
映
画
館
で
観
る
場
合
と
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

テ
レ
ビ
（
或
い
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
）
な
ど
で
観
る
場
合
と
の
「
決
定
的
な
違
い
」
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

、
、
、

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

六
、
人
物
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例
え
ば
、
若
い
頃
に
、
プ
レ
ス
リ
ー
な
ら
プ
レ
ス
リ
ー
に
夢
中
に
な
っ
た
人
は
、
そ
の
プ
レ
ス
リ
ー
の

「
音
楽
や
歌
う
姿
」
な
ど
が
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶

保
存
」
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ

き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
原
形
（
記
憶
）
」
と
な
る
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う

、
、

も
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
や
は
り
、
ラ
イ
ブ
・
ス
テ
ー
ジ
を
は
じ
め
、
映
画
、
テ
レ
ビ
（
ビ
デ
オ
）
、

ラ
ジ
オ
、
雑
誌
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
そ
の
人
の
心
が
激
し
く
動
い
た
、
印
象
の
よ
り
強
い
い
ろ
い
ろ

な
「
場
面
」
や
、
何
度
も
繰
り
返
し
「
レ
コ
ー
ド
」
な
ど
で
聴
き
入
っ
た
「
音
（
原
音
）
」
な
ど
が
、
そ

、
、

の
「
主
た
る
も
の
」
に
な
る
か
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
印
象
の
弱
い
も
の
な
ど
は
、
ど
う
し
て
も
次
第

、
、
、
、
、

に
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心

の
中
」）
に
、
い
わ
ゆ
る
「
原
形
（
記
憶
）」
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、

、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、

も
う
容
易
な
こ
と
で
は
、
そ
の
「
原
形
（
記
憶
）
」
が
う
す
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
い
つ
ま
で
も
は

、
、

っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
か
と
思
う
。

、
、
、
、

そ
し
て
、
今
な
お
プ
レ
ス
リ
ー
の
「
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
」
と
い
う
の
は
、
実
際
の
プ
レ
ス
リ
ー
が
、
い

っ
た
い
ど
う
い
う
人
間
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）

に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
「
原
形
（
記
憶
）
の
中
の
プ
レ
ス
リ
ー
」
こ

、
、
、
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
、
何
よ
り
も
愛
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
「
頭
の
中
」
（
或
い

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、

は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
生
き
て
い
る
「
プ
レ
ス
リ
ー
」
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
プ

、

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

レ
ス
リ
ー
を
愛
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
ま
た
、
別
の
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
が
大
好
き
だ
と
い
う
時
、
そ
れ
は
、
主
に
「
ス
ク
リ
ー
ン
の
な
か
で

見
た
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
」
が
大
好
き
な
の
で
あ
り
、
実
生
活
上
の
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
を
好
き
に

な
れ
る
か
ど
う
か
は
、
ま
た
、
別
の
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
」
と
い
う
の

、
、
、
、
、
、
、

は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
「
実
像
」
（
実
際
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
）
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
虚
像
」
（
そ
う

、
、

、
、

あ
っ
て
ほ
し
い
姿
）
の
方
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
虚
像
」
（
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
姿
）

、
、
、
、
、

、
、

の
方
に
こ
そ
、
プ
レ
ス
リ
ー
が
、
ま
さ
に
プ
レ
ス
リ
ー
と
し
て
、
ま
た
、
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー

が
、

ま
さ
に
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
と
し
て
、
最
も
「
理
想
的
な
形
」
で
、
ま
さ
に
生
き
生
き
と
「
最
も
魅
力

、
、
、
、
、

、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

的
に
躍
動
（
活
動
）
」
し
て
い
る
姿
を
、
は
っ
き
り
と
見
せ
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、
、

七
、
洋
服

そ
れ
は
と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
世
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
愛、

着
」
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
で
も
、
そ
の
人
が
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
り
を
持
ち
、
そ
れ
な

、

、
、
、

り
に
「
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
懐
か

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
は
っ
き
り
と
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
、
洋
服
な
ら
洋
服
を
気
に
入
っ
て
買
っ
た

だ
け
で
は
、
ま
だ
そ
の
「
洋
服
」
に
「
愛
着
」
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
そ
の

、
、

「
洋
服
」
を
実
際
に
着
て
み
て
、
初
め
て
そ
の
「
洋
服
」
が
自
分
に
合
う
か
合
わ
な
い
か
を
実
感
す
る
こ

、
、
、
、

と
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
も
し
、
そ
の
「
洋
服
」
が
自
分
に
あ
ま
り
合
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
洋
服
」

を
着
る
機
会
も
、
自
然
と
少
な
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
一
方
、
そ
の
「
洋
服
」
が
自
分
で
も
気
に
入
り
、
ま

た
、
他
人
か
ら
も
似
合
う
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
り
す
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
「
洋
服
」
を
着
る
機
会
も
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自
然
と
増
え
る
か
と
思
う
。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
洋
服
」
と
「
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
状
態
」
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
洋
服
」
を
着
て
、
友
だ
ち
や
恋
人
、
そ
の
他
、
誰
と
で
あ
れ
、
楽
し
い
時
を
過

ご
し
た
と
か
、
ど
こ
ど
こ
に
行
っ
た
と
か
、
そ
の
他
、
そ
う
い
う
何
か
楽
し
い
「
想
い
出
」
な
ど
と
結
び

、
、
、

つ
い
て
く
れ
ば
、
な
お
さ
ら
、
そ
の
「
洋
服
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
が
、
は

、
、

っ
き
り
と
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
、
職
業
上
で
あ
れ
、
趣
味
で
あ
れ
、
そ
の
他
、

何
で
あ
れ
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
心
か
ら
気
に
入
っ
て
い
る
「
洋
服
や
制
服
あ
る
い
は
ユ
ニ
ホ
ー
ム
、
そ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

の
他
」
な
ど
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
に
、
そ
れ
へ
の
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
は
、
よ
り
深
い
「
愛
着
」（
つ

、
、

、
、

、
、
、
、

、
、

ま
り
狭
義
の
「
愛
着
」）
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
、
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、
、

八
、
道
具

例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
仕
事
上
で
あ
れ
、
趣
味
で
あ
れ
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
様
々
な
「
道
具
」

、
、

類
を
使
う
こ
と
は
、
非
常
に
多
い
か
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
ま
ず
、
ど
う
い
う
「
道
具
」
を
求
め
る
か

と
言
え
ば
、
基
本
的
に
は
、
よ
り
よ
い
「
道
具
」
を
手
に
入
れ
た
い
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
道

具
」
が
悪
け
れ
ば
、
想
う
よ
う
な
仕
事
は
、
で
き
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
も
ち
ろ
ん
、
買
っ

た
ば
か
り
の
真
新
し
い
「
道
具
」
で
は
、
ま
だ
そ
の
人
の
手
に
十
分
に
な
じ
ん
で
い
な
い
た
め
に
、
ど
う

、
、
、
、

、
、

し
て
も
し
っ
く
り
と
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
使
い
づ
ら
い
わ
け
だ
が
、
や
が
て
、
何
度
も
何
度
も

使
っ
て
、「
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
」
う
ち
に
、
次
第
に
そ
の
人
の
手
に
し
っ
く
り
と
な
じ
む
よ
う
に
な
り
、

そ
う
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
人
の
手
の
一
部
の
よ
う
に
し
っ
く
り
と
合
っ
た
「
道
具
」
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
使
い
込
ん
だ
「
道
具
」
で
あ
り
、
そ
の
使
い
込
ん
だ
「
道

、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、
、

、

具
」
の
な
か
で
も
、
特
に
、
お
気
に
入
り
の
「
道
具
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
、
よ
り

、

、
、

深
い
「
愛
着
」
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、

例
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
の
「
用
具
」
な
ど
に
し
て
も
、
買
っ
た
ば
か
り
の
「
真
新
し
い
も
の
」
は
、
ま
だ

、
、
、
、
、
、

そ
の
人
の
「
手
や
身
体
」
に
十
分
に
な
じ
ん
で
い
な
い
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
し
っ
く
り
と
い
か
な
い
と

こ
ろ
が
あ
っ
て
、
使
い
づ
ら
い
わ
け
で
あ
る
が
、
や
が
て
、
何
度
も
何
度
も
使
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
深
く

「
慣
れ
親
し
ん
で
い
く
」
う
ち
に
、
次
第
に
そ
の
人
の
「
手
や
身
体
」
に
し
っ
く
り
と
な
じ
む
よ
う
に
な

り
、
そ
う
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
人
の
「
手
や
身
体
或
い
は
心
魂
」
に
ぴ
っ
た
り
と
合
っ

こ

こ

ろ

た
「
道
具
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
使
い
込
ん
だ
「
用
具
」
で
あ
り
、
そ
の
使
い
込
ん

、
、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

だ
「
用
具
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
自
身
の
「
用
具
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

、

、
、

、
、

そ
の
使
い
込
ん
だ
「
用
具
」
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
大
事
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
け
が
い
の

、
、
、
、
、

、
、

な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
大
き
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
で
あ
る

と
と
も
に
、
極
め
て
大
事
な
も
の
を
失
っ
た
と
い
う
「
喪
失
感
」
に
強
く
襲
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

、
、
、

が
、
ま
さ
に
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
狭
義
の
「
愛
着
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

、
、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

九
、
趣
味

例
え
ば
、
最
近
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ラ
オ
ケ
」
が
大
変
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
が
、
そ

の
場
合
、
そ
の
人
が
今
ま
で
に
「
慣
れ
親
し
ん
だ
す
べ
て
の
曲
」
に
対
し
て
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
「
愛、

着
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
そ
の
人
が
「
慣
れ
親
し
ん
だ
数
多
く
の
曲
」
の

、な
か
で
も
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
楽
し
い
想
い
出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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が
る
よ
う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
よ
り
強
い
「
愛
着
」
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、

一
般
的
な
「
愛
着
」
よ
り
は
、
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
狭
義
の
「
愛
着
」）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

そ
れ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
け
が
い
の
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
人

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
「
心
の
中
」
で
は
、
い
わ
ば
「
ベ
ス
ト

」
の
中
に
入
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

10

例
え
ば
、
そ
れ
は
、
様
々
な
「
ゲ
ー
ム
」
な
ど
で
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
人
が
、
今

ま
で
に
「
慣
れ
親
し
ん
だ
す
べ
て
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
」
に
対
し
て
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
「
愛
着
」
を
持

、
、

つ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
そ
の
人
が
「
慣
れ
親
し
ん
だ
数
多
く
の
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
」

の
な
か
で
も
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
楽
し
い
想
い
出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
が
る
よ
う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
よ
り
強
い
「
愛
着
」
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、

一
般
的
な
「
愛
着
」
よ
り
は
、
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
狭
義
の
「
愛
着
」）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

そ
れ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
け
が
い
の
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
人

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
「
心
の
中
」
で
は
、
い
わ
ば
「
宝
も
の
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人

、
、
、

に
と
っ
て
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
は
、
大
変
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
極
め
て
大
事
な
も
の
を

失
っ
た
と
い
う
「
喪
失
感
」
に
強
く
襲
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
う
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
が
、
そ
の

、
、
、

人
に
と
っ
て
、
よ
り
大
事
な
「
愛
車
、
愛
蔵
品
、
マ
イ
ホ
ー
ム
、
さ
ら
に
、
植
物
（
園
芸
品
）
、
動
物

（
愛
玩
動
物
）
、
そ
し
て
、
人
間
（
家
族
）
、
そ
の
他
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で

ペ

ッ

ト

あ
る
。十

、
愛
す
る
も
の

例
え
ば
、
そ
の
人
が
、
何
よ
り
も
大
事
に
し
て
い
る
「
愛
車
」
な
ど
を
傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
盗
ま
れ
た

、
、

り
す
れ
ば
、
も
う
大
変
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
に
襲
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
、
長
期
の
ロ
ー
ン
を
組
ん

、
、
、
、

で
や
っ
と
の
思
い
で
手
に
入
れ
た
「
マ
イ
ホ
ー
ム
」
な
ど
を
火
事
な
ど
で
焼
失
し
た
り
し
た
ら
、
そ
れ
こ

そ
、
も
う
全
身
か
ら
力
が
抜
け
て
い
く
よ
う
な
大
変
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
る
と
と
も
に
、
極
め
て
大

、
、
、
、

事
な
も
の
（
或
い
は
か
け
が
い
の
な
い
も
の
）
を
失
っ
た
と
い
う
「
喪
失
感
」
に
強
く
襲
わ
れ
る
だ
ろ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

し
、
あ
の
時
、
も
う
少
し
気
を
つ
け
て
い
た
ら
と
い
う
後
悔
の
念
に
強
く
襲
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ

ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
人
が
、
毎
日
、
手
を
加
え
て
、
心
か
ら
大
事
に
し
て
い
た
「
園
芸
品
」
な
ど
を
枯
ら

、
、
、

し
た
り
、
盗
ま
れ
た
り
す
れ
ば
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
思
い
に
襲
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
、
長
年
、

愛
情
を
持
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
「
愛
玩
動
物
」
な
ど
を
失
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
ま
る

ペ

ッ

ト

で
わ
が
子
を
失
っ
た
時
の
よ
う
な
大
変
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
る
と
と
も
に
、
何
物
に
も
換
え
難
い
も

、
、
、
、

の
を
失
っ
た
と
い
う
「
喪
失
感
」
と
「
哀
惜
の
情
」
に
強
く
襲
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
さ

、
、
、

、
、
、
、

ら
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
、
例
え
ば
、
親
で
あ
れ
、
子
供
で
あ
れ
、
兄
弟(

姉
妹)

で
あ
れ
、
あ
る

い
は
夫
や
妻
で
あ
れ
、
そ
の
他
、
も
う
誰
で
あ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
深
く
慣
れ
親
し
ん
だ
「
家
族
」
の
一
人

、
、

を
失
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
人
生
最
大
の
「
悲
し
み
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
、
何
か
「
心
の
中
」

、
、
、
、
、

、
、
、

で
確
か
な
も
の
が
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
く
よ
う
な
大
変
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
る
と
と
も
に
、
何
者

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
も
換
え
難
い
「
唯
一
無
二
の
も
の
」
を
失
っ
た
と
い
う
極
め
て
強
い
「
喪
失
感
」
と
「
哀
惜
の
情
」
に

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

ど
こ
ま
で
も
深
く
襲
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
そ
の
対
象
へ
の
「
愛
着
、
、

（
愛
情
）
」
の
深
さ
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、
そ
れ
だ
け
よ
り
深
い
「
喪
失
感
」
と
「
哀
惜
の
情
」
（
或
い

、
、

、
、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

は
「
愛
惜
の
情
」）
に
強
く
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
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十
一
、
執
着

と
こ
ろ
で
、
「
愛
着
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
執
着
」
と
と
も
に
、
仏
教
上
の
言
葉
で
は
、
わ
れ

わ
れ
人
間
を
苦
し
め
る
「
煩
悩
」
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
愛
着
」
と
「
執
着
」
と
は
ほ
と
ん
ど
同

じ
よ
う
な
「
意
味
合
い
」
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
微
妙
な
違
い
」
を
は
っ
き
り
と
感
じ
分

け
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
意
外
に
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ

と
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、
誰
で
も
容
易
に
感
じ
分
け
る
こ
と
が
で
き
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
「
愛
着
」
と
「
執
着
」
と
の
違
い
は
、
一
体
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、

、
、

、
、

「
愛
着
」
と
い
う
の
は
、
対
象
へ
の
「
愛
情
と
思
慕
」
で
あ
り
、
一
方
、
「
執
着
」
の
根
底
に
あ
る
も
の

、
、

、
、

、
、

、
、

は
、
対
象
へ
の
「
欲
望
と
情
念
」
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
「
愛
着
」
と
い
う
の
は
、
本
来
、
そ
の
対
象

、
、

、
、

、
、

へ
の
強
い
「
愛
情
」
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
対
象
へ
の
「
欲
」
は
、
比
較
的
少
な

、
、

、

い
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
そ
の
「
欲
」
が
だ
ん
だ
ん
と
強
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
は
、
「
愛
着
」
か

、

、
、

ら
「
執
着
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
自
身
の
「
心
の
中
」
で
も
、
は
っ
き

、
、

り
と
自
覚
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
あ
の
人
が
ま
る
で
「
宝
も
の
」
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
も
の
を
、
そ
れ
を
非
常
に
高
い
お
金

、
、
、

で
売
っ
て
く
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
時
に
、
そ
の
人
は
、
一
体
、
何
と
答
え
る
だ
ろ
う
か
？

恐
ら
く
、

そ
の
人
は
、
い
や
、
い
く
ら
お
金
を
積
ま
れ
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
、
売
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
答
え

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
答
え
る
そ
の
人
の
「
心
の
底
」
に
あ
る
思
い
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
の
そ

、
、

の
対
象
へ
の
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
よ
り
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、

―
―
例
え
ば
、
先
祖
代
々
の
「
土
地
」
を
売
っ
て
く
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
時
に
、
い
や
、
こ
の
土
地
は
、

い
く
ら
お
金
を
積
ま
れ
て
も
売
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
時
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
土
地
」
へ
の
単
な

る
「
執
着
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
よ
り
深
い
「
愛
情
や
思

、
、

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

、
、
、
、

慕
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
そ
の
「
土
地
」
を
何
が
何
で
も
手
に
入
れ
た
い
と
い

、う
思
い
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
執
着
」
で
あ
り
、
そ
の
「
執
着
」
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
や
は
り
「
欲
望

、
、

、
、

、
、

、
、

や
情
念
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

、
、
、

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
あ
る
対
象
に
よ
り
深
い
「
愛
着
」（
つ
ま
り
よ
り
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」
）

、
、
、
、

、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、

を
真
に
寄
せ
て
い
る
場
合
、
そ
の
対
象
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
け
が

い
の
な
い
も
の
、
ま
た
、
心
の
底
か
ら
思
い
を
寄
せ
て
い
て
、
ま
さ
に
「
宝
も
の
」
の
よ
う
に
感
じ
、
何

、
、
、

物
に
も
換
え
難
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
失
っ
た
時
に
は
、
そ
の
人
は
、
極
め
て
大
き
な

「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
る
と
と
も
に
、
も
う
何
物
に
も
換
え
難
い
も
の
を
失
っ
た
と
い
う
極
め
て
強
い
「
喪、

失
感
」
に
襲
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
対
象
に
ど
の
く
ら
い
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
ど
の

、
、

、
、

く
ら
い
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」
）
を
寄
せ
て
い
る
か
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、
そ
れ
だ
け
よ
り
深
い
「
喪
失

、
、
、
、
、

、
、
、

、
、

感
」
と
「
愛
惜
の
情
」
に
強
く
襲
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、

、
、
、
、

ち
な
み
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
収
集
癖
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
、
ま

、
、
、

さ
に
「
執
着
」
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
確
か
に
、
そ
れ
は
、
一
種
の
「
執
着
」
で
あ
り
、

、
、

、
、

何
が
何
で
も
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
「
欲
望
や
情
念
」
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
か
を
手
に

、
、

、
、

入
れ
た
い
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
、
す
べ
て
「
欲
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
「
愛

、

、

着
」
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
と
「
慣
れ
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
「
必
要
不
可

、欠
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
な
か
で
も
、
「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
楽
し
い
想
い

出
や
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
」
）
に
こ
そ
、
ま
さ
に
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り

、
、
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よ
り
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」
）
が
、
は
っ
き
り
と
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
収
集
」
と

、
、

、
、

、
、

い
う
の
は
、
最
初
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
「
執
着
」
（
「
欲
望
や
情
念
」
）
か
ら

、
、

始
ま
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
一
た
び
、
そ
れ
が
、
自
分
の
手
に
入
れ
ば
、
今
度
は
、
そ

れ
と
「
慣
れ
親
し
む
」
と
い
う
段
階
に
な
り
、
そ
の
「
慣
れ
親
し
ん
だ
数
多
く
の
収
集
品
」
の
な
か
で
も
、

、
、
、

「
特
に
気
に
入
っ
て
い
る
も
の
」
（
或
い
は
「
懐
か
し
い
想
い
出
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
」）
に
こ
そ
、

ま
さ
に
よ
り
深
い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
よ
り
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」
）
が
、
は
っ
き
り
と
生
じ
て
来
る
と

、
、

、
、

、
、

と
も
に
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
極
め
て
大
事
な
も
の
、
あ
る
い
は
か
け
が
い
の
な
い
も
の
、
ま
た
、

心
の
底
か
ら
思
い
を
寄
せ
て
い
て
、
ま
さ
に
「
宝
も
の
」
の
よ
う
に
感
じ
、
何
物
に
も
換
え
難
い
も
の
で

、
、
、

あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
失
っ
た
時
に
は
、
そ
の
人
は
、
極
め
て
大
き
な
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
る

と
と
も
に
、
も
う
何
物
に
も
換
え
難
い
も
の
を
失
っ
た
と
い
う
極
め
て
強
い
「
喪
失
感
」
と
「
愛
惜
の
情
」

、
、
、

、
、
、
、

に
深
く
襲
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
、
そ
の
対
象
に
対
し
て
、
ど
の
く
ら
い
深

い
「
愛
着
」
（
つ
ま
り
ど
の
く
ら
い
深
い
「
愛
情
や
思
慕
」
）
を
寄
せ
て
い
る
か
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、

、
、

、
、

、
、

そ
れ
だ
け
よ
り
深
い
「
喪
失
感
」
と
「
愛
惜
の
情
」
と
に
強
く
襲
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、
、
、
、

十
二
、
結
び

最
後
に
、
も
う
一
度
、
い
わ
ゆ
る
「
原
風
景
」
と
「
原
体
験
」
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、

、
、
、

、
、
、

例
え
ば
、
あ
る
人
が
生
ま
れ
育
っ
た
「
郷
土
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
ま
さ
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
「
慣

、
、

れ
親
し
ん
だ
土
地
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
郷
土
の
「
町
の
様
子
や
自
然
の
風
景
」
（
或
い
は
そ
こ

、
、

で
の
様
々
な
「
体
験
や
経
験
」
）
な
ど
は
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り

と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
は
、
ま
さ

、
、
、
、

、
、
、
、

に
そ
の
人
の
郷
土
の
「
原
風
景
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
そ
の
人
が
、
都
会
な
ど
に
出
て
、
そ

、
、

、
、
、

こ
で
何
年
も
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
久
し
ぶ
り
に
「
郷
土
」
に
帰
っ
て
き
た
時
に
、
そ
の
人
が
、

、
、

ま
ず
感
じ
る
こ
と
は
、
「
…
…
あ
あ
、
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
な
あ
と
か
、
あ
る
い
は
昔
と
ち
っ
と
も
変
わ

っ
て
い
な
い
な
あ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
一
体
、
何
を
意
味
す
る
の
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」）
に
は
っ
き
り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、

、
、
、
、

そ
の
郷
土
の
「
原
風
景
」
と
、
現
在
の
「
郷
土
の
様
子
」
と
を
ま
さ
に
「
比
較
対
照
」
し
な
が
ら
見
て
い

、
、

、
、
、

、
、

、
、

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
っ
き
り
と
「
記、

憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
郷
土
の
「
原
風
景
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
の
《
心
の
「
故
郷
」
》
で

、
、
、

、
、

、
、
、

、
、

ふ
る
さ
と

あ
り
、
そ
れ
は
、
現
実
の
「
故
郷
」
が
た
と
え
ど
の
よ
う
に
「
変
化
・
変
貌
」
し
よ
う
と
も
、
そ
う
い
う

ふ
る
さ
と

こ
と
と
は
全
く
関
係
な
く
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
で
、
一
生
涯
、
変
わ
る
こ

と
な
く
生
き
続
け
る
、
ま
さ
に
《
「
故
郷
」
の
「
原
風
景
」》
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、

、
、
、
、

ふ
る
さ
と

そ
し
て
、
何
々
と
聞
い
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
い
つ
も
は
っ
き
り
と

思
い
浮
か
ん
で
来
る
「
記
憶
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
の
そ
の
「
対
象
」
（
事
柄
）
に
対
す
る
「
原
形

（
記
憶
）」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
の
ま
さ
に
そ
の
「
対
象
」（
事
柄
）
に
対
す
る
「
体
験
（
経
験
）

、
、

、
、

記
憶
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊
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作
者
と
作
品
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作
者
と
作
品
に
つ
い
て

例
え
ば
、
自
分
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
内
在
す
る
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然

と
し
た
も
の
」
と
、
そ
の
出
来
上
が
っ
た
「
作
品
」
と
が
ぴ
っ
た
り
と
一
つ
に
重
な
り
合
え
ば
、
そ
れ
が
、

ま
さ
に
「
完
成
」
の
状
態
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
少
し
で
も
「
ズ
レ
」
て
い
れ
ば
、
そ
の
「
作
品
」

は
、
そ
の
作
者
に
と
っ
て
は
、
真
の
「
完
成
品
」
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
こ
と
が
い
つ
も
「
頭

の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
残
っ
て
い
て
、
こ
の
「
部
分
」
さ
え
で
き
れ
ば
、
す
べ
て
完
成
な
の

に
、
と
、
そ
の
作
者
を
し
て
い
つ
ま
で
も
悩
ま
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
何
か
「
も
の
を
創
ろ
う
」
と
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
、
ま
ず
そ
の
人

の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
で
そ
の
「
創
ろ
う
と
す
る
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
」
す
る
こ
と
に
な

る
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
一
か
ら
十
ま
で
す
べ
て
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
多
く
の
漠
然
と
し
た
想
い
も
た
ぶ
ん
に
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
人
自
身
に
も
よ
く
分
か
ら

な
い
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
実
際
に
「
も
の
を
創
っ
て
い
く
過
程
」
で
次
第
に
漠
然
と
し
て
い
た
部

分
も
は
っ
き
り
と
し
て
来
る
と
同
時
に
、
最
初
に
、
そ
の
人
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
（
つ
ま
り
「
最
初
に
考
え

た
り
想
っ
た
り
し
た
も
の
」
）
と
は
、
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
も
極
め
て
多
い
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
も
の
を
創
り
な
が
ら
新
た
に
あ
れ
こ
れ
考
え
深
め
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
に
、
そ
の
人
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
し
た
も
の
と
は
か
な
り
違
っ
た

、
、

も
の
に
な
る
と
と
も
に
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
見
て
い
ち
ば
ん
驚
い
て
い
る
の
は
、
誰
で
も
な
い
「
作

者
自
身
」
と
い
う
こ
と
も
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
深
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
自

分
を
知
る
」
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
自
分
自
身
を
よ
く
観
察
し
て
、
自
分
と
は
あ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
性

格
で
あ
る
と
か
、
大
体
こ
う
い
う
人
間
だ
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
そ
の
人
な
り
の
「
自
己
認
識
」
を
持

っ
て
い
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
自
覚
で
き
る
「
自
分
」
に
対
し
て
の
認
識

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
自
身
に
も
自
覚
で
き
な
い
「
も
っ
と
深
奥
に
あ
る
本
来
の
『
自
分
自
身
』
」

と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
は
で
き
に
く
い
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
、
自
分
に
さ
え
自
覚
で
き
な
い
「
も

っ
と
深
奥
に
あ
る
本
来
の
『
自
分
自
身
』
」
と
め
ぐ
り
逢
う
こ
と
が
で
き
得
る
の
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
の
一
つ
の
「
方
法
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
も

の
を
創
り
出
す
」（
つ
ま
り
「
創
作
活
動
」）
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
も
の
を
創
り
出
す
過
程
と
い
う
の
は
、
こ
こ
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
か
、

こ
こ
は
ど
う
し
て
も
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
無
限
に
積
み
重
ね
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
無
限
に
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
そ
の
人
の
「
心
の
中
」
に
内

在
す
る
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
と
、
そ
の
出
来
上
が
っ
た
「
作
品
」
と
の
間
に
こ

れ
と
い
う
「
ズ
レ
」
が
な
く
な
り
、
い
わ
ば
ぴ
っ
た
り
と
一
つ
に
重
な
り
合
う
よ
う
な
状
態
に
達
し
た
時

に
、
ま
さ
に
「
こ
れ
で
よ
し
！
」
と
い
う
「
完
成
」
の
状
態
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で

の
「
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
微
妙
な
感
じ
と
か
、
ま
た
、
自
分
の
心
と

ど
う
し
て
も
ぴ
っ
た
り
と
一
つ
に
重
な
り
合
わ
な
い
微
妙
な
〈
ズ
レ
〉
を
感
じ
て
い
る
」
よ
う
な
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
ふ
だ
ん
そ
の
人
自
身
で
も
自
覚
で
き
な
い
「
も
っ
と
深
奥
に
あ
る
本
来
の
『
自
分
自
身
』
」
が
、

そ
の
「
姿
」
を
は
っ
き
り
と
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
そ
の
人
自
身
に
も
ど
う

に
も
な
ら
な
い
そ
の
人
自
身
の
本
質
的
な
「
色
、
音
、
形
（
造
形
）
、
言
葉
、
そ
の
他
」
な
ど
と
と
も
に
、
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そ
の
人
な
ら
で
は
の
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生

き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
が
、
自
ず
と
現
出
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
も
の
を
創
り
出
す
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
ま
ま
新
し
い
「
自
分
」
を
創
り
出
す
こ
と
に
も

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
作
品
」
と
は
、
そ
の
人
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
「
内
的
成
長
」
し

て
い
く
た
め
に
、
何
度
も
脱
皮
し
て
い
っ
た
い
わ
ば
「
抜
け
殻
」
的
な
も
の
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
と

と
も
に
、
「
作
品
」
と
は
、
そ
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
そ
の
当
時
の
そ
の
人
の
「
内
的
状
態
」
が
如
実

に
表
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
に
生
み
出
さ
れ
た
様
々
な
自
分
の
「
作
品
」
を
見
れ

ば
、
そ
の
当
時
の
自
分
の
「
内
的
状
態
」
（
或
い
は
「
内
的
成
熟
度
」
）
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た

か
が
あ
き
れ
る
ほ
ど
よ
く
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
れ
ゆ
え
、
月
並
み
の
も
の
ば
か
り
を
創

り
出
し
て
い
る
人
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、「
月
並
み
の
自
分
」
し
か
創
り
出
せ
な
い
こ
と
に
な
る
し
、

ま
た
、
そ
の
人
の
生
み
出
し
た
「
作
品
（
抜
け
殻
）
」
を
見
れ
ば
、
そ
の
人
の
「
内
的
成
熟
度
」
が
、
ど

の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
は
容
易
に
分
か
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
作
者
」
と
「
作
品
」
と
の
関
係
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、

ま
さ
に
「
親
」
と
「
子
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
親
は
、
自
分
の
「
胎
内
」
で
次
第
に
「
熟
し

て
き
た
も
の
」
を
外
に
「
生
み
出
す
」
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
作
者
の
「
頭
の
中
」

（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
で
次
第
に
「
熟
し
て
き
た
も
の
」
を
外
に
「
生
み
出
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が
、
ま
さ
に
「
作
品
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

る
。
―
―
例
え
ば
、
人
間
の
「
赤
ん
坊
」
は
、
親
の
「
遺
伝
子
」
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
こ
の
世
に

生
ま
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
「
作
品
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
作
者
の
「
遺
伝
子
」
（
そ
の
人

の
本
質
的
な
も
の
）
を
し
っ
か
り
と
内
に
宿
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
確
か
に
、

「
子
供
」
や
「
作
品
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
親
の
「
似
像
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
し
か

に
す
が
た

し
、
そ
れ
は
、
完
全
に
「
一
体
化
す
る
」
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、「
作
品
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
々
の
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
の
「
外
的
表
現
」
で
あ
り
、

従
っ
て
、「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
時
の
「
内
的
状
態
」
と
、
そ
の
「
作
品
」
と
は
た
と
え
「
一
体
化
」

す
る
と
し
て
も
、
作
者
の
「
内
的
状
態
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん
ど
ん
「
変
化
・
成
長
」
し
て
い
く
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
作
者
の
「
内
的
状
態
」
と
い
う
の
は
、
過
去
の
様
々
な
「
内
的
状
態
」

を
踏
ま
え
て
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
本
来
、
「
親
（
作
者
）
」
の
ほ
う
が
「
子
供
（
作

品
）
」
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
作
品
」
の
ほ
う
が
「
作
者
自
身
」
よ

り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
も
、
真
に
優
れ
た
「
作
品
」

を
生
み
出
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
作
品
」
と
と
も
に
、
作
者
自
身
も
「
内
的
成
長
」
を
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
た
だ
、
そ
の
人
が
た
と
え
「
内
的
成
長
」
し
て
い
て
も
、
例
え
ば
、
実
際
の
様

々
な
「
人
間
関
係
」
や
日
常
の
「
言
動
」
な
ど
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
い
ろ
い
ろ
「
未
熟
な
面
」
を
暴

露
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
問
題
に
な
る
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ど
は
、
世
界
的
に
認
め
ら
れ
た
真
に
優
れ
た
「
作
曲

家
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
様
々
な
「
人
間
関
係
」
や
日
常
の
「
言
動
」
な
ど
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と

問
題
が
あ
っ
た
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
う
し
て
か
と
言
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
音
楽
の
場
合
に
は
、

特
に
「
右
脳
」
の
発
達
が
大
事
に
な
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
一
般
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る

、
、

、
、

か
ら
で
あ
る
。
―
―
ま
ず
、
「
作
品
」
を
生
み
出
す
時
に
は
、
ふ
つ
う
他
人
か
ら
離
れ
て
、
自
分
一
人
だ

け
に
な
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
創
作
活
動
」
に
耽
っ
て
い
る
状
態
に
な
る
か
と
思
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
様

々
な
人
間
と
の
直
接
的
な
「
関
わ
り
方
」
の
「
上
手
下
手
」
は
、
特
に
関
係
な
い
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
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も
の
を
創
り
出
す
人
間
の
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
一
人
で
過
ご
す
」
時
間
が
多
く
な
る
た
め
に
、
い

ろ
い
ろ
な
人
間
と
の
実
践
的
な
「
関
わ
り
」
が
あ
ま
り
十
分
で
は
な
い
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
い
ろ
い

ろ
な
場
面
で
の
「
対
応
の
仕
方
」
が
あ
れ
こ
れ
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
本
格
的
な
「
思
考
（
思
索
）
活
動
」
や
「
創
作
活
動
」
な
ど
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
溶
け
込
ん
で

は
、
一
種
の
「
没
我
的
状
態
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
常
の
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど

に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
ふ
だ
ん
の
雑
念
と
し
た
「
自
我
」
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
超
「
自
我
」
（
つ

ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
に
な
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
こ
そ
、
真
に
優
れ
た
「
作

品
や
思
想
」
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
従
っ
て
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」

な
ど
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
い
る
ふ
だ
ん
の
雑
然
と
し
た
「
自
我
」
の
時
と
、
何
か
真
に
優
れ
た
「
作
品
」

が
生
み
出
さ
れ
る
時
の
超
「
自
我
」
（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
の
時
と
で
は
、
た
と
え
同
じ
人
間
で
あ

っ
て
も
、
か
な
り
違
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
だ
ん
の
「
自
我
」
と
い
う
の
は
、

プ
ラ
ト
ン
風
に
言
え
ば
、「
欲
望
的
部
分
」
と
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
そ
れ
に
「
理
知
的
部
分
」
の
、

こ
の
三
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
超
「
自
我
」（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
の
時
に
は
、「
欲

望
的
部
分
」
や
「
気
概
（
激
情
）
的
部
分
」
な
ど
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的

に
支
配
さ
れ
て
活
動
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
実
際
の
様
々
な
「
人
間
関
係
」
や
日
常
の
「
言
動
」
等
に
お
い
て
も
、
真
に
「
優
れ
て
い
る
」

の
が
、
ま
さ
に
「
ベ
ス
ト
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
古
今
東
西
の
傑
出
し
た
「
思
想
家
や
芸
術
家
」
な

ど
の
「
日
常
の
生
活
ぶ
り
」
と
い
う
も
の
を
見
て
み
て
も
、
必
ず
し
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
一
体
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

そ
れ
は
、
彼
ら
が
ま
さ
に
超
「
自
我
」
（
つ
ま
り
「
純
粋
自
己
」
）
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
時
に
は
、
確
か
に
優
れ
た
「
作
品
や
思
想
」
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
や
す
く
な
る
わ
け
だ
が
、

し
か
し
、
ふ
だ
ん
の
「
自
我
」
に
戻
っ
た
時
に
は
、
ど
う
し
て
も
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
に
振
り

ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

そ
れ
に
加
え
て
、
例
え
ば
、
仕
事
を
は
じ
め
、
芸
術
、
芸
能
、
ス
ポ
ー
ツ
、
趣
味
、
そ
の
他
、
何
で
あ

れ
、
何
か
一
つ
の
こ
と
に
「
特
化
し
て
い
る
」
よ
う
な
場
合
、
そ
の
分
野
に
関
し
て
は
専
門
的
な
「
知
識

、
、
、
、
、
、

や
技
術
」
な
ど
を
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
分
野
（
専
門
）
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
と
、

ふ
つ
う
の
人
（
或
い
は
「
ふ
つ
う
の
人
以
下
」
）
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
こ

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

と
な
の
か
？

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
仕
事
で
も
、
音
楽
で
も
、
ス
ポ
ー

ツ
で
も
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
（
子
供
の
頃
か
ら
）
、
そ
の
こ
と
を
何
年
も
徹
底
的
に
学
習
し
続
け
れ

ば
、
や
が
て
は
、
専
門
的
な
「
知
識
や
技
術
」
な
ど
を
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
、
人
間
と
し
て
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す
る
こ
と
と
は
、
全
く
全
然
違
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
一
体
、
何
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
何
か
一
つ
の
こ

と
に
「
特
化
す
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
一
つ
の
こ
と
の
専
門
的
な
「
知
識
や
技
術
」
な
ど
の
習
得
で
あ

、
、
、
、

り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
道
の
器
用
」
で
あ
り
、
そ
の
「
道
の
器
用
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
人
間
と

、
、
、
、

、
、
、
、

し
て
の
成
熟
度
と
は
全
く
関
係
な
く
、
本
人
の
努
力
次
第
で
い
く
ら
で
も
上
達
で
き
得
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

一
方
、
人
間
と
し
て
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す
る
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
こ
と
に
「
特
化
す
る
」

こ
と
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
の
総
合
的
な
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
度
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
若
い
時
か

ら
の
極
め
て
旺
盛
な
「
知
的
遍
歴
」
な
ど
を
経
て
、
つ
ま
り
、
も
の
凄
い
「
知
識
欲
」
（
或
い
は
「
真
善

美
欲
」
）
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
神
的
な
恋
（
エ
ロ
ス
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
プ
ラ

ト
ン
風
に
言
え
ば
、
遙
か
彼
方
に
あ
る
「
叡
知
界
」
（
つ
ま
り
「
イ
デ
ア
界
」
）
の
方
へ
と
想
い
を
寄
せ
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て
、
最
究
極
的
に
は
「
美
の
イ
デ
ア
」
や
「
善
の
イ
デ
ア
」
な
ど
を
観
て
取
る
地
点
に
ま
で
到
達
し
よ
う

と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
凄
い
「
知
識
欲
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
極
め
て
旺
盛
な
「
知
的
遍
歴
」
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
物
事
を
極
め
て
厳
密
に
「
認
識
（
識
別
）
」
で
き
得
る
よ
う
な
真

の
「
思
考
（
思
索
）
能
力
」
と
い
う
も
の
が
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
「
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
（
つ
ま
り
家
庭
・
学
校
教
育
・
社
会
・
民
族
・

国
家
・
そ
の
他
）
」
な
ど
の
影
響
を
非
常
に
強
く
受
け
て
自
ず
と
形
成
さ
れ
る
、
そ
の
人
な
り
の
「
も
の

の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
を
、

あ
ら
た
め
て
徹
底
的
に
「
考
え
直
し
て
」
み
る
と
、
今
ま
で
は
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
、
実
は
そ

う
で
は
な
く
、
そ
れ
で
は
、
こ
う
な
の
か
と
、
次
か
ら
次
へ
と
「
考
え
方
」
を
新
た
に
し
て
い
く
う
ち
に
、

今
ま
で
の
価
値
観
や
道
徳
観
或
い
は
様
々
な
既
成
概
念
な
ど
が
ば
ら
ば
ら
に
空
中
分
解
し
て
し
ま
う
、
ま

た
、
自
分
と
い
う
あ
れ
こ
れ
の
性
格
や
考
え
方
な
ど
も
空
中
分
解
し
て
し
ま
い
、
も
う
何
が
な
ん
だ
か
自

分
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
よ
う
な
世
界
に
深
く
陥
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
言
葉
を
換
え

れ
ば
、
ま
さ
に
根
底
か
ら
の
「
自
己
改
革
」
が
起
こ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
心
の
状
態
」

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
ら
、
や
が
て
、
真
に
「
内
的
成
長(

成
熟)

」
を
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
「
自
ら
も
の

を
考
え
、
自
ら
判
断
す
る
自
由
を
得
る
」
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
間
と
し
て
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
人
間
と
し
て

真
に
成
熟
し
た
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、

そ
の
他
」
な
ど
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
考
え
、
自

ら
判
断
し
、
自
ら
行
動
で
き
得
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
精
神
の
自
立
し
た
一
人
の
人
間
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
物
事
の
「
真
偽
、
善
悪
、
美
醜
、
価
値
」
判
断
等
も
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
で
き

得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
今
ま
で
の
本
能
に
深
く
根
ざ
し
た
「
価
値
観

や
道
徳
観
」
か
ら
、
よ
り
開
か
れ
た
「
価
値
観
や
道
徳
観
」
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
人
間
と
し
て
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
人
間
と
し
て

真
に
成
熟
し
た
、
よ
り
客
観
的
で
、
よ
り
普
遍
的
な
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価

値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

例
え
ば
、
真
に
優
れ
た
「
思
想
家
」
な
ど
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
人
の
「
理
知
的
部

分
」
と
い
う
の
は
、
真
に
優
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
真
に
優
れ

た
「
理
知
的
部
分
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
が
ら
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
を
自
分
で
想
う
よ
う

に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
つ
の
源
泉
」
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
、
人
間
以
外
の

ほ
か
の
動
物
に
も
す
べ
て
共
通
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
本
能(

欲
望)

的
部
分
」
を
源
泉
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
「
人
間
へ
の
進
化
」
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
理
性
的
部

分
」
を
源
泉
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
本
能(

欲
望)

的
部
分
」
の
ほ
う

が
「
理
知
的
部
分
」
よ
り
も
遙
か
に
「
根
源
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
く
ら
「
理
知
的
部
分
」

で
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
を
抑
え
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
想
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

ず
に
ど
う
し
て
も
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
の
も
、
結
局
は
、
「
本
能(

欲
望)

的
部
分
」
の
ほ
う
が
遙
か

に
「
根
源
的
な
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
様
々
な
「
欲
望
や
感
情
」
な
ど
を
し
っ
か
り

と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
理
知
的
部
分
」
に
全
面
的
に
支
配

さ
れ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
り
、
例
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
と
い
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う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
生
み
出
さ
れ
た
「
作
品
」
は
、
や
が
て
作
者
の
手
を
離
れ
て
、
「
作
品
」
は
、
自

ら
の
「
生
命
」
（
生
命
力
）
で
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
母
親
の
胎
内

か
ら
生
ま
れ
た
「
赤
ん
坊
」
が
、
や
が
て
自
ら
の
「
生
命
」（
生
命
力
）
で
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
る
の
と
、

基
本
的
に
は
全
く
同
じ
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

序

芸
術
鑑
賞

例
え
ば
、｢

作
品
」
と
い
う
の
は
、
確
か
に
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い
や
考
え

＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
作
者
な
ら
で
は
の
「
も

の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
が
、

そ
の｢

作
品
」
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ひ
と
た
び
作
者
の
手
か
ら
離
れ

て
し
ま
え
ば
、
今
度
は
、
そ
の
作
者
の
「
考
え
や
思
惑
」
な
ど
と
は
ま
た
別
に
、「
作
品
」
そ
の
も
の
は
、

、
、
、
、

自
ら
の
生
命
力
で
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
母
親
か
ら
生
ま
れ
た

、
、
、

｢

赤
ん
坊
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
親
の
「
遺
伝
子
」
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
来
る

も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ひ
と
た
び
親
の
手
か
ら
離
れ
れ
ば
、
親
の｢

考
え
や
思
惑
」
な
ど
と
は
ま
た

別
に
、
そ
の｢

子
供
」
は
、
自
ら
の
生
命
力
で
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

、
、
、

一
方
、
そ
の
「
作
品
」
を
鑑
賞
す
る
人
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
人
な
り
の
「
も
の
の
見
方
、
と
ら

え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
を
通
し
て
、
い
わ
ゆ

る
「
作
品
」
を
鑑
賞
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
人
の
「
色
メ
ガ
ネ
」

を
通
し
て
、
そ
の
「
作
品
」
を
鑑
賞
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
度
、
そ

の
人
の
「
色
メ
ガ
ネ
」
を
取
り
外
し
た
「
純
粋
な
眼
」
で
、
「
作
品
」
そ
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
、

、
、
、
、

何
よ
り
も
大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
来
る
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
作
品
」

そ
の
も
の
を
客
観
的
に
鑑
賞
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
た
だ
単
に
「
作

、
、
、
、

品
」
を
外
か
ら
あ
れ
こ
れ
「
分
析
的
に
鑑
賞
」
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
作
品
」
の
な
か

に
深
く
溶
け
入
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
内
か
ら
「
厳
密
に
鑑
賞
す
る
」
（
例
え
ば
、
絵
画
で
は
厳
密
な
「
模

写
」
や
「
修
復
」
な
ど
を
行
な
う
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
時
の
、
ま
さ
に

そ
の
作
者
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
心
の
状
態
」（
そ
の
時
の
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
て
も
の
」）

に
ま
で

遡

っ
て
行
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
者
の
ほ
か
の
作
品
に
対
し
て
も
、
そ
の

さ
か
の
ぼ

よ
う
な
「
厳
密
な
鑑
賞
」
を
何
年
も
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
最
終
的
に
は
そ
の
作
者
自
身
の

最
も
深
奥
に
内
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
人
の
「
中
心
核
」（
つ
ま
り
「
魂
」
そ
の
も
の
）
に
ま
で

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
、
そ
れ
と
終
に
は
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
者
自
身
の
「
中
心
核
」
（
つ
ま
り
「
魂
」

そ
の
も
の
）
を
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
感
じ
知
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

が
、
ま
さ
に
芸
術
鑑
賞
の
「
最
究
極
的
な
目
的
」
の
一
つ
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。

一
、
鑑
賞
の
仕
方

そ
れ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
や
芸
能
」
な
ど
の
「
鑑
賞
の
仕
方
」
を
も
っ
と
具
体
的
に
説
明
し
て
み

た
い
と
思
う
が
、
そ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
で
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
物
ま
ね
番
組
」
な
ど
を
見
聞
き
し
て
い
る
時
の
「
鑑
賞
の
仕
方
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
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「
理
想
的
な
鑑
賞
方
法
」
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
意
味
、
、

合
い
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

、
、例

え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
る
歌
手
の
歌
を
巧
み
に
真
似
て
い
る
人
を
見
聞
き
し
て
い
る
時
に
は
、
必

ず
、
「
二
つ
の
も
の
」
を
あ
れ
こ
れ
比
較
対
照
し
な
が
ら
見
聞
き
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
つ

ま
り
、
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
人
一
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」）
に
そ
の
人
な
り
に
「
記

憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
「
あ
る
歌
手
の
歌
い
方
」
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
ま
さ
に
「
そ
の
歌

手
を
巧
み
に
真
似
て
い
る
人
の
歌
い
方
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
二
つ
の
も
の
」
、

つ
ま
り
、
「
歌
手
の
歌
い
方
と
真
似
す
る
人
の
歌
い
方
」
と
を
つ
ね
に
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
そ
の
一
つ

一
つ
を
あ
れ
こ
れ
「
分
析
的
に
見
聞
き
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
「
…
…
つ
ね

に
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
分
析
的
に
見
聞
き
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
歌
手

の
「
歌
い
方
」
の
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
な
ど
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
方
法
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
「
芸
術
や
芸
能
」
な
ど
の
「
鑑
賞
の
仕
方
」

に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
つ
ま
り
、
「
二
つ
の
も
の
」
を
つ
ね
に
比
較
対
照
し
な
が

、
、
、
、
、

ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
よ
り
厳
密
に
か
つ
よ
り
分
析
的
に
見
聴
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
今
ま
で
あ

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
り
分
析
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
見
聴
き
し
て
い
た
時
に
は
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
、
実
に
い
ろ
い

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ろ
な
こ
と
が
は
っ
き
り
と
「
認
識
（
識
別
）
」
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
そ
し
て
、

、
、

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

も
う
一
つ
の
「
方
法
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
自
ら
物
ま
ね
を
し
て
み
る
と
い
う
方
法
」
で
あ
り
、
こ

の
「
方
法
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
最
上
の
方
法
」
に
な
る
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
で
、
あ
る
歌
手
の
ま
ね
を
そ
れ
こ
そ
顔
の
表
情
か
ら
身
振
り
或
い
は
声
の
出

し
方
そ
の
他
も
う
何
か
ら
何
ま
で
す
べ
て
真
似
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
歌
手
に
な
り
き
っ
て
歌
を
歌
っ
て
み

る
と
、
今
ま
で
、
た
だ
単
に
「
外
か
ら
見
聞
き
し
て
い
た
時
」
に
は
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
、
実
に
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
が
、
例
え
ば
、
そ
の
歌
手
が
、
「
…
…
な
ぜ
あ
の
よ
う
な
顔
の
表
情
や
身
振
り
或
い
は
声
の

出
し
方
な
ど
を
す
る
」
の
か
が
、
ま
さ
に
手
に
取
る
よ
う
に
、
「
…
…
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
は
こ
う

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
感
じ
に
な
る
の
か
！
」
と
極
め
て
微
妙
な
と
こ
ろ
ま
で
、
つ
ま
り
、
そ
の

歌
手
の
そ
の
時
々
の
「
心
の
微
妙
な
動
き
や
息
づ
か
い
」
ま
で
も
、
ま
た
、
そ
の
時
々
の
「
顔
の
微
妙
な

表
情
や
身
振
り
」
ま
で
も
、
ま
さ
に
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
感
じ
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
方
法
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
「
内
か
ら
観
る
」
と
い
う
方
法

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
ら
そ
の
「
対
象
」
に
な
り
き
っ
て
、
そ
の
「
内
面
」
（
つ
ま
り
「
内
的
世
界
」
）

を
徹
底
的
に
生
き
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
「
対
象
」
を
ま
さ
に
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と

し
て
感
じ
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
そ
れ
は
、
「
書
写
、
写
経
、
絵
の
模
写
、
そ
の

他
」、
す
べ
て
同
じ
こ
と
で
あ
る
。）

二
、
音
楽
鑑
賞

そ
れ
で
は
、
も
う
少
し
幾
つ
か
の
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
音
楽
で
あ
れ
ば
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
初
め
と
し
て
、
歌
謡
曲
、
ポ
ッ
プ
ス
、
ジ
ャ
ズ
、
ラ

テ
ン
音
楽
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
、
民
族
音
楽
、
そ
の
他
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
が
あ
る
か
と
思

う
が
、
こ
こ
で
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
（
例
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
）
を

例
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
―
―
ま
ず
、
そ
の
音
楽
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
た
ち
で
あ
れ
ば
、
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と
に
か
く
一
度
ど
う
い
う
音
楽
な
の
か
、
そ
の
ピ
ア
ノ
曲
を
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
聴
い
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
る

こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
一
度
そ
の
音
楽
を
Ｃ
Ｄ
な
ど
で
聴
い
て
み
て
、
あ
ま
り
「
心
惹
か
れ

る
よ
う
な
と
こ
ろ
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
興
味
や
関
心
」
は
う
す
れ
、
再
び
、
聴
く
機
会
も
少
な

く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
、
ど
こ
か
「
心
惹
か
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
」
が
あ
っ
て
、
何
ら

か
の
「
興
味
や
関
心
」
を
持
て
ば
、
逆
に
、
そ
の
音
楽
を
も
う
一
度
聴
き
た
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
、

そ
の
「
音
楽
」
が
、
そ
の
人
な
り
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
し
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
そ
の
「
音
楽
」
が
ど
の
く
ら
い
し
っ
か

り
と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
「
音
楽
」
を
ど
の
く
ら
い
よ
り
厳
密
か
つ
よ
り
分
析
的
に
聴
い

た
か
に
ほ
ぼ
正
比
例
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
音
楽
」
（
つ
ま
り
「
Ｃ
Ｄ
で
聴
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
」
）
こ
そ
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
ま
さ
に
そ
の
音
楽
の
「
原
音
」
に
な
っ

、
、

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
そ
の
人
が
、
あ
る
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
な
ど
で
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と

い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
聴
く
よ
う
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
時
に
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」）

で
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
と
思

う
。
―
―
つ
ま
り
、
そ
の
人
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
、
今
ま
で
に
或
る

Ｃ
Ｄ
で
何
度
と
な
く
聴
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
Ｃ
Ｄ
で
聴
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ

ア
ノ
曲
が
、
ま
さ
に
「
原
音
」
と
し
て
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
し
っ
か
り

、
、

と
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
は
、
今
、
ま
さ

に
目
の
前
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
聴
き
な
が
ら
、
そ
の

演
奏
さ
れ
て
い
る
「
音
楽
（
音
）
」
と
、
自
分
の
「
頭
の
中
」（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
し
っ
か
り
と
「
記

憶
保
存
」
さ
れ
て
い
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
の
「
音
楽
（
音
）
」
と
を
、
ま

さ
に
「
…
…
つ
ね
に
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
よ
り
分
析
的
に
、
ま
た
、
よ
り
厳
密
に
聴

、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

き
分
け
よ
う
と
し
て
聴
い
て
い
る
」
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ

、
、
、
、
、

に
「
音
楽
鑑
賞
の
言
わ
ば
理
想
的
な
方
法
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
人
が
ど
の
く
ら
い
「
よ
り
厳
密
か
つ
よ
り
分
析
的
に
聴
き
分
け
る
」
こ
と
が
で
き
得
る

か
は
、
ま
さ
に
そ
の
人
の
「
音
楽
の
諸
能
力
」
（
つ
ま
り
そ
の
人
が
「
初
級
段
階
、
中
級
・
上
級
段
階
、

そ
し
て
、
プ
ロ
段
階
」
の
ど
の
辺
に
い
る
か
）
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、
そ
れ
だ
け
「
よ
り
厳
密
か
つ
よ
り

分
析
的
に
聴
き
分
け
る
」
こ
と
が
、
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、

そ
の
人
が
「
初
級
段
階
」
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
音
を
「
厳
密
に
聴
き
分

け
る
」
こ
と
は
で
き
得
ず
、
い
わ
ば
「
全
体
を
一
つ
の
音
」
の
よ
う
に
聴
い
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
ま
た
、

「
中
級
・
上
級
段
階
」
に
な
れ
ば
、
そ
の
段
階
に
応
じ
て
、
よ
り
厳
密
に
「
音
」
を
聴
き
分
け
る
こ
と
が

で
き
得
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
段
階
」
に
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人

差
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
「
音
」
を
、
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
聴
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
得

る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
自
分
自
身
が
、
ま
さ
に
「
歌
を
歌
っ
た
り
、
楽
器
演
奏
を
行
な
っ
た
り
す
る
場
合
」
で
あ
る
が
、

ま
ず
、
歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
少
し
で

も
う
ま
く
歌
お
う
と
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
努
力
が
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
来

る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
場
合
で
も
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
ど
の
楽
器
を
習
う
に
し

て
も
、
そ
の
人
に
見
合
っ
た
期
間
、
練
習
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
不
可
欠
に
な
っ
て
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来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
人
が
「
初
級
段
階
、
中
級
・
上
級
段
階
、
そ
し
て
プ
ロ
段
階

の
ど
の
辺
に
い
る
か
」
に
ほ
ぼ
正
比
例
し
て
、
そ
の
人
の
「
歌
を
よ
り
厳
密
に
歌
う
能
力
」
や
「
楽
器
を

よ
り
厳
密
に
演
奏
す
る
能
力
」
な
ど
も
、
ほ
ぼ
決
ま
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

そ
し
て
、
例
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
楽

譜
通
り
に
一
つ
一
つ
の
音
を
可
能
な
限
り
厳
密
に
ピ
ア
ノ
で
弾
き
辿
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
そ
の
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
、
こ
れ
以
上
に
深
く
理
解
す
る
方
法
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
以

上
に
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
月
光
』
と
い
う
ピ
ア
ノ
曲
を
、
わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
深
く
感

じ
知
る
方
法
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
れ
は
、
ま
さ
に
「
最
上
の
鑑
賞
方
法
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
古
典
芸
能

次
に
、
日
本
の
場
合
、
「
古
典
芸
能
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
能
を
初
め
と
し
て
、
狂
言
、

人
形
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
、
邦
楽
、
舞
踊
、
ま
た
、
浪
曲
、
講
談
、
落
語
、
そ
の
他
、
も
う
実
に
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
「
古
典
芸
能
」
の
「
鑑
賞
の
仕
方
」
と
い
う
も
の
は
、

一
体
、
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
か
と

思
う
が
、
基
本
的
に
は
次
の
「
三
つ
」
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
ま
ず
、
一
つ
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の

「
古
典
芸
能
」
の
「
基
礎
的
知
識
」
な
ど
を
し
っ
か
り
と
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
、
で
き
る
だ
け
数

多
く
の
「
舞
台
な
ど
を
見
聞
き
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
ら
や
っ

て
み
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
「
三
つ
」
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
誰
で
も
よ
く
知
っ
て
い
る
「
時
そ
ば
」
と
い
う
落
語
が
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
話
を
全

然
知
ら
な
い
人
た
ち
も
当
然
い
る
か
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
初
は
、
何
で
あ
れ
、
と
に
か
く
、
一
度
、

「
時
そ
ば
」
の
話
を
聴
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
体
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
思

う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
、
い
ろ
い
ろ
な
落
語
家
が
演
じ
る
「
時
そ
ば
」
を
何
度
も
聴
い
て
い
く
う
ち
に
、

そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
は
い
ろ
い
ろ
な
落
語
家
が
演
じ
た
「
時
そ
ば
」
が
、

ま
さ
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
次
に
、
「
時
そ
ば
」

を
聴
く
時
に
は
、
必
ず
、
そ
の
人
の
「
頭
の
中
」
（
或
い
は
「
心
の
中
」
）
に
「
記
憶
保
存
」
さ
れ
て
い

る
い
ろ
い
ろ
な
落
語
家
が
演
じ
た
「
時
そ
ば
」
と
、
「
…
…
つ
ね
に
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
一

つ
を
分
析
的
に
見
聴
き
す
る
こ
と
に
な
る
」
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
今
度
の
「
時
そ
ば
」
を
最
後
ま
で
聴

き
終
わ
っ
た
あ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
今
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
落
語
家
の
演
じ
た
「
時
そ
ば
」
と
比
較
対
照

し
て
み
る
と
、
今
度
の
「
時
そ
ば
」
は
、
「
…
…
あ
あ
だ
っ
た
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
感
想
と
と
も

に
、
今
ま
で
の
な
か
で
は
、
何
代
目
誰
々
と
い
う
落
語
家
が
演
じ
た
『
時
そ
ば
』
が
、
い
ち
ば
ん
よ
か
っ

た
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
感
想
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
歌
舞
伎

の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
や
「
白
波
五
人
男
」
、
そ
の
他
の
場
合
で
も
、
ま
っ
た
く
「
同
じ
こ
と
が
言
え

か

な

て

ほ

ん

し
ら
な
み

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
―
―
一
方
、
何
ら
か
の
「
古
典
芸
能
」
な
ど
に
「
興
味
や
関
心
」
を
持
っ
て
、

自
ら
も
や
っ
て
み
た
い
な
あ
と
思
い
、
何
年
も
練
習
を
積
み
重
ね
て
は
、
そ
の
人
な
り
に
上
達
を
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
自
ら
演
じ
る
」
よ
う
に
な
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
今
ま
で
の
よ
う
に
、
た
だ
単
に
「
外

か
ら
見
聞
き
し
て
い
た
時
」
に
は
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
実
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
、
ま
さ
に
一
つ
一
つ
、

わ
が
身
に
感
じ
て
、
実
感
と
し
て
感
じ
知
る
こ
と
が
で
き
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自

ら
演
じ
る
こ
と
以
上
の
「
理
解
方
法
」
は
、
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四
、
四
つ
の
要
素

最
後
に
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
鑑
賞
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
一
般
に
、「
芸

術
」
と
い
う
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
音
楽
、
美
術
、
彫
刻
、
建
築
、
工
芸
、
そ
の
他
、
そ
の
よ
う
な
分
類

に
な
っ
て
い
て
、
な
ぜ
か
「
文
学
」
は
、
含
ま
れ
な
い
こ
と
が
多
い
か
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
、
敢
え
て

「
文
学
」
を
も
含
め
て
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
鑑
賞
」
に
つ
い
て
、
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

例
え
ば
、
「
作
品
」
と
い
う
の
は
、
間
違
い
な
く
、
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い

や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
芸
術
鑑
賞
」

と
は
、
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
時
の
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ

ま
り
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）
へ
と

遡

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

さ
か
の
ぼ

れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
を
す
る
と
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
。
―
―
つ
ま
り
、
一
つ

く
わ

は
、
「
作
品
」
そ
の
も
の
の
厳
密
な
「
鑑
賞
」
で
あ
り
、
一
つ
は
、
そ
の
「
作
品
」
が
生
み
出
さ
れ
た
時

、
、
、
、

の
「
作
者
」
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）
の
「
鑑
賞
」

で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
「
作
者
の
生
い
立
ち
や
生
活
状
況
或
い
は
時
代
背
景
、
そ
の
他
」

な
ど
の
「
鑑
賞
」
で
あ
り
、
恐
ら
く
、
こ
の
「
三
つ
の
も
の
」
を
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
が
、
今
日

の
、
ま
さ
に
「
芸
術
鑑
賞
」
に
な
る
か
と
思
う
。

＊

＊

そ
れ
で
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
話
を
し
て
み
た
い
と
思
う
が
、
ま
ず
、「
作
品
」
そ
の
も
の
は
、
一
体
、

何
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
四
つ
の
要
素
」
か
ら
で
あ
り
、
一
つ

は
、
「
素
材
」
（
材
料
）
で
あ
り
、
一
つ
は
、
「
技
術
」
（
能
力
）
で
あ
り
、
一
つ
は
、
「
内
実
」
（
内
容
）

で
あ
り
、
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
個
性
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
素
材
」（
材
料
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
…
…
言
葉
、
色
（
色
彩
）
、
音
（
音
彩
）
、

造
形
（
姿
・
形
）
、
香
り
（
匂
い
）
、
感
触
、
そ
の
他
」
を
初
め
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
に
加
え

て
、
「
…
…
紙
、
木
、
布
、
皮
革
、
竹
、
土
（
粘
土
）
、
石
材
、
様
々
な
金
属
類
、
宝
石
、
ガ
ラ
ス
、
絵

ひ

か

く

の
具
（
顔
料
）
、

漆

、
染
料
、
そ
の
他
」
な
ど
が
あ
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
作
者
（
或
い
は
「
芸
術

う
る
し

家
」
）
と
い
う
の
は
、
何
よ
り
も
自
分
が
取
り
扱
う
「
素
材
」
（
材
料
）
な
ど
に
関
し
て
は
、
ど
こ
ま
で

も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―
―
例
え
ば
、
文
筆
家
で
あ
れ
ば
、
「
言
葉
や
文
字
」
な
ど
に
精

通
し
、
ま
た
、
音
楽
家
で
あ
れ
ば
、
「
音
（
音
楽
）
や
楽
器
」
な
ど
に
精
通
し
、
そ
し
て
、
陶
芸
家
で
あ

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
土
（
粘
土
）
や
釉
薬
」
な
ど
に
精
通
し
、
そ
の
他
、
何
で
あ
れ
、
自
分
が
取
り
扱
う

ゆ
う
や
く

「
素
材
」
（
材
料
）
な
ど
に
関
し
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
厳
密
に
「
見
分
け
る
、
聴
き
分
け
る
、
嗅
ぎ
分
け

る
、

味

ひ
分
け
る
、
感
じ
分
け
る
」
こ
と
が
で
き
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
真
に
優

あ
ぢ
は

れ
た
「
作
品
」
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
く

次
に
、
い
わ
ゆ
る
「
技
術
」
（
「
能
力
」
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
生
ま
れ
持
っ
た
「
素
質
や

才
能
」
、
そ
の
他
な
ど
に
加
え
て
、
そ
の
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
「
努
力
や
実
践
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、

獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
「
努
力
や
実
践
」
な
く
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る
「
技
術
」
の
上
達
も
熟
練
も
、
半
永
久
的
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
も

う
一
つ
は
、
そ
の
「
技
術
」
の
上
達
に
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
に
、
い
わ
ゆ
る
「
道
具
」
類
が
あ

り
、
そ
の
「
道
具
」
類
に
対
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
技
術
」
の
上
達

と
は
、
す
な
わ
ち
、
ま
さ
に
「
道
具
」
使
用
の
上
達
と
ほ
と
ん
ど
同
意
語
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
技
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術
」
と
「
道
具
」
と
の
関
係
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
ほ
ど
の
、
ま
さ
に
「
一
心
同
体
的
な
も
の
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
技
術
」
の
上
達
こ
そ
は
、
そ
の
ま
ま
「
作
品
」
の
上
達
に
も
直
結

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
容
」
（
或
い
は
「
内
実
」
）
で
あ
る
が
、
こ
の
「
内
容
」
（
或
い
は
「
内
実
」
）

こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
作
品
」
を
生
み
出
し
た
時
の
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
つ
ま
り
様
々
な
「
思
い

や
考
え
＋
漠
然
と
し
て
も
の
」
）
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、

「
作
品
の
内
容
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

加
え
て
、
「
芸
術
鑑
賞
」
の
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
「
作
品
」
そ
の
も
の
の
「
鑑
賞
」
と
と
も
に
、
い

わ
ゆ
る
「
…
…
作
者
は
、
一
体
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
何
を
表
現
し
た
か
っ

た
の
か
、
ま
た
、
こ
こ
は
ど
う
し
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
な
ど
が
、
大
き
な
問
題
に
な

っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
例
え
ば
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
『
最
後
の
晩
餐
』
や
『
モ

ナ
リ
ザ
』
（
例
え
ば
「
謎
の
微
笑
」
）
な
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
す
な
わ
ち
、
『
最
後
の
晩
餐
』
や
『
モ
ナ
リ
ザ
』
と
い
う
「
作
品
」
を
生
み
出
し
た
時
の
、
レ
オ

ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
思
惟
内
容
」
（
そ
れ
は
様
々
な
「
思
い
や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」
）

が
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
作
品
の
内
容
」
の
理
解
と

は
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
作
品
」
を
生
み
出
し
た
時
の
作
者
の
「
思
惟
内
容
」
（
そ
れ
は
様
々
な
「
思
い

や
考
え
＋
漠
然
と
し
た
も
の
」）
の
理
解
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
「
個
性
」
（
或
い
は
「
特
徴
」
）
で
あ
る
が
、
そ
の
人
の
「
個
性
」
（
或
い
は
「
特
徴
」
）
と
い

う
の
は
、
そ
の
人
の
「
遺
伝
的
要
素
」
と
「
環
境
的
要
素
」
か
ら
な
り
、
そ
し
て
、
後
者
の
「
環
境
的
要

素
」
と
は
、
そ
の
人
の
「
全
過
去
」（
つ
ま
り
「
全
体
験
、
全
経
験
、
全
学
習
、
全
想
い
出
、
そ
の
他
」）

な
ど
か
ら
、
自
ず
と
そ
の
人
な
り
の
「
も
の
の
見
方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、

人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
の
生
み
出
す
「
作
品
」
の
な
か

に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
「
反
映
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
「
個
性
」
（
或
い
は
「
特
徴
」
）
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
、
た
だ
単
に
他
の
人
と
変
わ
っ
て

ほ
か

い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
独
創
性
」
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
、

そ
の
「
独
創
性
」
と
は
、
一
体
、
ど
う
い
う
も
の
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
、
結
局
、
そ
の
人
が
人
間
と
し

て
真
に
「
内
的
成
長
（
成
熟
）
」
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
の
人
の
真
に
成
熟
し
た
「
も
の
の
見

方
、
と
ら
え
方
、
考
え
方
、
ま
た
、
価
値
観
、
道
徳
観
、
人
生
観
、
生
き
方
、
そ
の
他
」
な
ど
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
も
の
こ
そ
は
、
ま
さ
に
真
に｢

独
創
性
」
を
持
っ
た
も
の
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
で
た
ら
め
に
楽
器
を
演
奏
し
て
、
そ
れ
を
個
性
的
（
或
い
は
「
独
創
的
」
）
で
あ
る
と
言
っ

て
も
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
？

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
基

本
的
な
こ
と
」
が
し
っ
か
り
と
マ
ス
タ
ー
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
「
基
本
的
な
こ
と
」
が
し
っ
か

り
と
マ
ス
タ
ー
で
き
て
い
て
、
初
め
て
、
そ
の
基
盤
の
上
に
、
ま
さ
に
「
個
性
」（
或
い
は
「
独
創
性
」）

と
い
う
も
の
は
、
自
ず
と
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
、
「
基
本
的
な
こ
と
」
が
で
き
て
い
な
い
状

態
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
個
性
」
の
発
揮
の
し
よ
う
が
な
く
、
そ
れ
は
、
た
だ
の
「
で
た
ら
め
」
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
場
合
に
も
基
本
的
に
は
全
く
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
真
に
「
個
性
的
」
（
或
い
は
「
独
創
性
」
）
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
、
た
だ
単
に
他ほ

か

の
人
と
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
大
事
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
素
材
」「
技
術
」
「
内
実
」

そ
れ
ぞ
れ
が
真
に
優
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
真
に
優
れ
た
そ
の
人
な
り
の
「
独
自
性
」
（
つ
ま

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、

り
「
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
」
）
が
あ
る
と
い
う
時
に
こ
そ
、
初
め
て
、
真
に
「
個
性
的
」
（
或
い
は
「
独

、
、
、
、
、
、
、
、
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創
性
」
）
の
あ
る
「
作
品
」
と
い
う
「
評
価
」
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
真
に
優
れ
た
「
作
品
」
に
も

な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
、
あ
れ
こ
れ
の
小
手
先
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。）

以
上
、
い
ろ
い
ろ
な
例
を
挙
げ
て
の
「
芸
術
鑑
賞
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
と
と
も
に
、
も
う
一
度
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
丁
寧
に
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
作
者
」
と
「
作
品
」
、
そ
れ
に
「
芸
術

鑑
賞
」
に
つ
い
て
の
、
ひ
と
通
り
の
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

＊

＊


