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一
、
は
じ
め
に

　

す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
か
わ
い
ら
し
い
赤
ん
坊
が
ち
ょ
う
ど

目
を
さ
ま
し
て
、
月
を
見
て
喜
ん
で
、
笑
っ
て
い
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　

小
川
未
明
の
童
話
「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」（「
赤
い
鳥
」
大
14
・

10
）
は
こ
こ
で
物
語
の
幕
を
と
じ
る
。〈
レ
ー
ル
〉
の
訴
え
を
受
け

と
め
た
〈
月
〉
が
〈
汽
缶
車
〉
ら
を
探
し
出
し
て
は
話
を
聞
い
て
回

る
と
い
う
物
語
を
追
っ
て
い
た
は
ず
の
読
者
は
、
こ
の
一
文
に
よ
っ

て
、
作
品
世
界
か
ら
ふ
い
に
放
り
出
さ
れ
、
漠
と
し
た
読
後
感
を
つ

き
つ
け
ら
れ
る
。な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
末
な
の
か
。〈
赤
ん
坊
〉が〈
月
〉

を
み
て
喜
ん
で
笑
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
研

究
の
出
発
点
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
登
場
人
物
の
言

動
や
語
ら
れ
方
を
詳
細
に
追
う
と
と
も
に
、
未
明
の
創
作
観
を
ふ
ま

え
て
様
々
な
場
面
描
写
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
本
作
を
総
体

的
に
と
ら
え
た
い
。

二
、「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
に
お
け
る
擬
人
化

　
「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
で
は
、
傷
を
負
っ
た
〈
レ
ー
ル
〉、
そ
れ

を
な
ぐ
さ
め
る
〈
花
〉〈
風
〉〈
雨
〉、
訴
え
を
聞
き
地
上
を
奔
走
す

る
〈
月
〉、〈
レ
ー
ル
〉
と
擦
れ
合
っ
た
〈
汽
缶
車
〉
や
、
心
細
さ
を

抱
え
な
が
ら
漂
う
〈
箱
〉
と
、
擬
人
化
さ
れ
た
物
や
自
然
が
多
く
登

場
す
る
。

　

先
行
論
で
は
、〈
レ
ー
ル
〉〈
汽
缶
車
〉〈
箱
〉
に
、
続
橋
達
雄
氏
１

が
「
社
会
生
活
を
支
え
て
い
る
人
び
と
」
や
「
底
辺
の
労
働
者
」
を

見
た
り
、
小
埜
裕
二
氏
２
が
、
こ
の
三
者
の
な
か
に
も
「
支
配
・
被

脇

田

透

子

小
川
未
明
「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
論

︱
︱ 

童
話
に
描
か
れ
る
、
人
間
と
世
の
中
の
あ
り
よ
う 

︱
︱



− 30 −

支
配
の
関
係
が
幾
重
に
も
あ
る
」
と
し
て
「
相
手
に
傷
つ
け
ら
れ
つ

つ
も
、
一
方
で
自
分
が
誰
か
を
傷
つ
け
て
い
る
社
会
の
構
造
や
心
の

問
題
」
を
読
み
と
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
三
者
と
〈
月
〉
の

関
係
に
つ
い
て
、
木
村
小
夜
氏
３
は
、〈
レ
ー
ル
〉
が
「
被
害
者
の

心
情
表
現
の
役
割
を
受
け
持
」
ち
、「
移
動
可
能
な
月
は
原
因
を
つ

き
と
め
、誰
が
悪
い
か
を
明
白
に
し
よ
う
と
す
る
役
割
を
負
う
」
が
、

両
者
に
「
役
割
分
担
さ
れ
る
構
造
」
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
被
害
者

は
い
て
も
加
害
者
は
見
つ
か
ら
な
い
」事
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、

と
述
べ
て
い
る
。
冷
酷
な
〈
汽
缶
車
〉
に
不
心
得
を
諭
そ
う
と
出
発

し
た
〈
月
〉
が
、〈
い
っ
た
い
だ
れ
が
悪
い
の
か
〉
分
か
ら
な
い
と

い
う
現
実
に
直
面
す
る
場
面
は
、
た
し
か
に
、
簡
単
に
割
り
き
る
こ

と
の
で
き
な
い
世
の
中
の
不
条
理
が
リ
ア
ル
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
擬
人
化
と
い
う
手
法
に
焦
点
を
当
て
て

内
容
分
析
を
試
み
る
と
、
擬
人
化
さ
れ
た
物
た
ち
は
、
木
村
氏
の
指

摘
と
は
ま
た
別
の
事
実
を
映
し
出
す
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、〈
レ
ー

ル
〉、〈
雨
〉、〈
月
〉
に
注
目
し
、
本
作
に
お
け
る
擬
人
化
の
構
造
や

そ
の
効
果
を
検
討
し
て
い
く
。

　
〈
レ
ー
ル
〉は
、作
品
冒
頭
で
情
景
と
し
て
描
写
さ
れ
た
後
、〈
太
陽
〉

に
強
く
照
ら
し
つ
け
ら
れ
た
り
、
重
い
〈
汽
缶
車
〉
に
日
々
踏
ま
れ

た
り
し
て
時
に
傷
つ
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
線
路
そ
の
も
の
の
特

徴
を
い
か
し
た
擬
人
化
で
も
っ
て
描
か
れ
て
い
た
。
筥
崎
将
弘
氏
４

は
、こ
の
よ
う
な
〈
レ
ー
ル
〉
の
運
命
を
〈
月
〉
が
「
根
本
的
に
救
済
」

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、「
傷
つ
い
た
線
路
や
機
関
車
は
な
お
も
泣

き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
た
し
か
に
、
も
し
、
先
の

描
出
が
続
い
て
い
た
な
ら
ば
、
筥
崎
氏
の
読
み
ど
お
り
、〈
汽
缶
車
〉

に
踏
ま
れ
る
運
命
に
〈
レ
ー
ル
〉
が
そ
の
後
も
苦
し
む
姿
が
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
船
木
枳
郎
氏
５
が
夙
に
指
摘
す
る
よ
う

に
、〈
レ
ー
ル
〉
は
実
際
、〈
月
〉
と
話
を
し
た
翌
日
に
は
、「
傷
つ

い
た
こ
と
や
、
み
ん
な
に
泣
い
て
訴
え
た
こ
と
を
、
け
ろ
り
と
忘
れ

て
」
い
る
。〈
涼
し
い
一
夜
を
送
っ
て
、
レ
ー
ル
は
、
も
は
や
、
昨

日
の
苦
痛
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
〉
と
は
、
短
文
な
が
ら
、
喉
元

過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
て
し
ま
う
人
間
を
思
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
は
、
物
と
し
て
の
特
徴
を
発
揮
し
な
が
ら
人
間
の
よ
う
に
話
を

す
る
と
い
う
擬
人
化
で
は
な
く
、
も
は
や
性
質
ま
で
も
が
人
間
そ
の

も
の
と
化
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
擬
人
化
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

次
に
、〈
レ
ー
ル
〉
の
話
を
聞
い
た
後
の
〈
雨
〉
の
発
言
に
注
意

し
て
見
て
み
た
い
。

　

そ
れ
は
、
お
気
の
毒
な
こ
と
で
す
。
私
は
あ
つ
く
な
っ
て
い

た
あ
な
た
の
体
を
ひ
や
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
も
う
じ

き
に
こ
こ
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
に
は
き
っ

と
月
が
出
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
月
は
、
太
陽
と
は
ま
っ
た
く

気
性
が
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
万
物
の
運
命
を
つ
か
さ

ど
る
力
は
、
い
ま
こ
そ
太
陽
の
よ
う
に
な
く
て
も
、
昔
は
、
え

ら
か
っ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
を
月
に
向
か
っ
て
お
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話
し
な
さ
い
。
月
は
、
あ
な
た
が
訴
え
な
さ
れ
た
ら
、
け
っ
し

て
悪
い
よ
う
に
取
り
は
か
ら
い
は
し
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す

…
…
。

　

傍
線
部
の
〈
そ
の
こ
と
〉
は
何
を
指
す
か
。
も
ち
ろ
ん
、
第
一
に

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
〈
今
日
、
冷
酷
な
汽
缶
車
に
傷
つ
け
ら
れ
た
こ

と
、
太
陽
が
、
こ
れ
ま
で
と
い
う
も
の
は
、
毎
日
、
毎
日
、
用
捨
な

く
、
頭
か
ら
照
り
つ
け
た
こ
と
〉
に
違
い
な
い
が
、
直
前
の
内
容
は
、

〈
月
〉
が
昔
、
万
物
の
運
命
を
つ
か
さ
ど
る
力
を
具
え
た
偉
い
存
在

で
あ
っ
た
、
と
い
う
話
だ
っ
た
。
仮
に
、
こ
れ
を
〈
そ
の
こ
と
〉
に

代
入
し
て
み
る
。
す
る
と
、〈
月
〉
に
快
く
訴
え
を
聞
い
て
も
ら
う

に
は
、
自
身
の
話
を
す
る
前
に
、〈
月
〉
が
以
前
は
偉
大
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
、
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
が
よ
い

と
、
言
外
に
、〈
雨
〉
が
処
世
術
を
授
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め

な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
こ
の
意
味
で
〈
そ
の
こ
と
〉
と
言
っ
た
の

か
、
ま
た
、〈
レ
ー
ル
〉
も
そ
の
教
え
を
実
行
し
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
表
立
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
が
、〈
去
っ
て
い
っ
た
雨
が
月
に

さ
さ
や
い
て
で
も
い
っ
た
も
の
か
、
月
が
、
こ
の
平
原
を
照
ら
し
た

と
き
は
、
ま
ず
レ
ー
ル
の
上
に
、
そ
の
姿
を
映
し
ま
し
た
〉。
去
り

際
に
〈
レ
ー
ル
〉
の
情
報
を
〈
月
〉
の
耳
に
入
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ

う
、
よ
く
気
の
回
る
〈
雨
〉
の
こ
と
だ
。
世
を
渡
る
た
め
の
多
少
の

あ
ざ
と
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、〈
雨
〉
に
も
ま
た
、
人
間
じ
み
た
部
分
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、〈
月
〉
の
言
動
や
語
ら
れ
方
を
追
っ
て
い
き
た
い
。〈
そ

の
夜
、
平
原
を
照
ら
し
た
月
は
、
い
つ
も
見
る
月
よ
り
は
清
ら
か
で
、

そ
の
光
の
う
ち
に
は
、
慈
悲
の
輝
き
を
含
ん
で
い
ま
し
た
〉
と
、
空

か
ら
地
上
を
照
ら
す
、い
か
に
も
月
ら
し
い
情
景
描
写
か
ら
始
ま
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、〈
レ
ー
ル
〉
か
ら
〈
汽
缶
車
〉
の
話
を
聞
く

や
い
な
や
、
町
か
ら
村
、
山
、
海
岸
、
野
原
の
至
る
所
を
探
し
て
回

り
、
探
偵
や
刑
事
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
働
き
を
見
せ
る
。
訴
え
た
当

の
〈
レ
ー
ル
〉
が
痛
み
を
忘
れ
て
し
ま
お
う
と
も
、〈
月
〉
は
約
束

を
守
っ
て
探
し
続
け
、よ
う
や
く〈
汽
缶
車
〉の
も
と
に
辿
り
着
く
が
、

〈
だ
れ
が
悪
い
と
い
う
こ
と
〉
が
で
き
ず
、
そ
の
〈
汽
缶
車
〉
が
載

せ
て
い
た
〈
箱
〉
に
話
を
聞
い
て
も
な
お
、〈
月
〉
は
〈
い
っ
た
い

だ
れ
が
悪
い
の
か
〉
と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、〈
人
間
〉
の
様

子
を
見
届
け
よ
う
と
、
一
軒
の
家
の
窓
を
の
ぞ
く
が
、
最
後
は
、〈
赤

ん
坊
〉
に
見
て
喜
ば
れ
る
対
象
と
な
り
、
月
本
来
の
あ
り
方
へ
瞬
時

に
戻
る
。

　

続
橋
氏
６
は
〈
月
〉
に
「
社
会
の
下
積
み
の
人
び
と
を
あ
た
た
か

く
み
つ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
っ
て
い
る
不
幸
や
悲
し
み
を
静
か
に
い

た
わ
り
慰
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
」
を
見
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
奔
走

ぶ
り
を
み
れ
ば
、「
静
か
」
な
姿
勢
と
は
言
い
が
た
く
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
、「
月
夜
と
眼
鏡
」（「
赤
い
鳥
」
大
11
・
7
）
で
擬
人
化
さ

れ
ず
に
描
か
れ
る
〈
月
の
光
〉
の
方
が
、
人
々
の
世
界
を
静
か
に
照

ら
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



− 32 −

　

そ
れ
に
比
べ
て
、
本
作
の
〈
月
〉
は
、
一
見
高
い
所
に
い
る
よ
う

だ
が
、
ず
い
ぶ
ん
地
上
に
近
い
存
在
に
み
え
る
。
そ
の
最
た
る
根
拠

は
、
負
傷
の
原
因
を
追
っ
て
〈
だ
れ
が
悪
い
の
か
〉
と
考
え
続
け
る

姿
に
あ
る
。
生
き
て
い
れ
ば
、
何
か
と
擦
れ
合
っ
て
傷
つ
く
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
月
は
遥
か
上
方
に

あ
っ
て
何
と
も
擦
れ
合
う
こ
と
が
な
い
た
め
、
傷
を
負
わ
な
い
。
こ

こ
で
、
筥
崎
氏
７
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、〈
月
〉
は
「
万
物
の
運
命

を
つ
か
さ
ど
る
「
神
」
の
よ
う
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
」
わ
け
だ
が
、

決
し
て
全
知
全
能
で
は
な
く
、
擦
れ
合
い
に
よ
る
痛
み
と
い
う
も
の

を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、〈
だ
れ
が
悪
い
の
か
〉
と
考
え
て
し
ま
う
。

　

た
だ
、元
は
と
言
え
ば
、〈
月
〉は
傷
つ
い
た〈
レ
ー
ル
〉の
た
め
に
、

良
か
れ
と
思
っ
て
〈
汽
缶
車
〉
を
探
し
に
行
っ
た
の
だ
っ
た
。
や
っ

と
の
こ
と
で
見
つ
け
て
も
、
話
を
聞
く
と
叱
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、行
っ
て
不
心
得
を
諭
す
と
い
う
本
来
の
目
的
を
失
っ
た
。
だ
が
、

そ
こ
で
留
ま
る
こ
と
な
く
、
今
度
は
も
う
〈
レ
ー
ル
〉
の
た
め
と
い

う
よ
り
も
、
自
ら
の
好
奇
心
か
ら
〈
だ
れ
が
悪
い
の
か
〉
を
考
え
続

け
、
再
び
探
偵
の
よ
う
に
地
上
を
動
き
回
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
擬
人
化
さ
れ
た
〈
月
〉
は
、
傷
を
負
わ
な
い
と
い

う
点
で
、
高
み
に
い
る
月
と
し
て
の
特
性
を
表
し
て
い
る
も
の
の
、

決
し
て
世
の
中
の
全
て
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
追

及
し
て
断
罪
し
た
り
、
赦
し
た
り
す
る
、
神
の
よ
う
な
力
は
も
っ
て

い
な
い
。
む
し
ろ
〈
月
〉
か
ら
は
、
約
束
を
全
う
し
よ
う
と
奔
走
す

る
真
面
目
さ
、
考
え
て
も
仕
方
な
い
問
い
を
進
ん
で
詮
索
し
て
し
ま

う
好
奇
心
、
結
局
誰
に
も
大
し
た
影
響
を
与
え
ら
れ
な
い
無
力
さ
、

と
い
っ
た
人
間
の
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
三
者
の
擬
人
化
に
着
目
し
て
読
ん
で
き
た
。
線
路
ら

し
い
運
命
を
背
負
っ
た
〈
レ
ー
ル
〉
が
苦
痛
を
忘
れ
て
し
ま
う
点
、

降
り
注
ぐ
〈
雨
〉
が
言
外
に
伝
授
し
た
よ
う
に
も
う
か
が
え
る
処
世

術
の
内
容
、〈
月
〉
の
地
上
的
な
在
り
方
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い

え
る
の
は
、
物
や
自
然
が
、
そ
の
特
徴
を
十
分
に
表
し
な
が
ら
人
間

の
よ
う
に
話
を
し
た
り
行
動
し
た
り
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
良
く

も
悪
く
も
人
間
的
な
性
質
を
確
か
に
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
う
し
て
本
作
か
ら
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
登
場
人
物
を
と
お
し
て
、

人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

三
、
小
川
未
明
の
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
支
え
る
「
実
感
」

　

次
に
、
小
川
未
明
の
創
作
観
に
つ
い
て
、
船
木
枳
郎
氏
８
は
未
明

童
話
を
時
間
的
に
二
分
し
て
、
そ
の
前
半
を
明
治
四
十
二
年
か
ら
昭

和
六
年
ま
で
の
「
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
時
代
」
と
し
、
そ
の
末

年
に
あ
た
る
昭
和
五
年
の
「
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
転
向
」
を
挙

げ
、
こ
れ
を
未
明
が
自
身
の
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
を
説
明
し
た
も
の

と
し
て
、
社
会
主
義
の
影
響
な
ど
も
織
り
こ
ん
で
解
説
す
る
。
し
か

し
、
未
明
は
こ
れ
以
前
か
ら
、
自
身
の
創
作
意
識
を
多
く
の
媒
体
で

表
明
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
主
に
大
正
年
間
の
未
明
の
作

品
外
言
説
か
ら
、
彼
が
創
作
に
お
い
て
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
明
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ら
か
に
し
た
い
。
大
正
時
代
半
ば
刊
行
の
、
文
学
や
創
作
に
あ
た
っ

て
弁
え
る
べ
き
事
柄
を
未
明
自
身
が
ま
と
め
た
『
描
写
の
心
得
』（
大

7
・
4　

春
陽
堂
、『
定
本
小
説
６
』
所
収
）
を
中
心
に
扱
う
。

　

ま
ず
、
描
写
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
叙
景
と
抒
情
に
つ
い
て
未
明

は
、「
自
分
の
主
観
」
や
「
自
己
」
を
抜
き
に
し
て
自
然
は
な
く
、

自
己
と
自
然
は「
相
関
連
し
て
不
離
の
も
の
」だ
と
明
言
す
る
。ま
た
、

「
自
分
の
感
情
を
述
べ
」
た
り
、「
自
然
を
描
」
い
た
り
す
る
の
は
「
自

己
の
気
持
を
他
人
に
伝
へ
ん
が
為
め
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
こ
に
芸
術

が
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
特
に
自
ら
の
「
自
然
に
対
す

る
感
じ
」
を
万
人
に
伝
え
る
に
は
「
ツ
ル
ー
ス
（
真
理
）」
に
依
る

必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。

　

こ
の
「
ツ
ル
ー
ス
」
の
内
実
を
言
い
当
て
た
の
が
、『
描
写
の
心

得
』
と
同
じ
大
正
七
年
の
評
論
「
現
実
に
突
入
す
る
主
観
」（「
中
央

文
学
」
大
7
・
8
）
だ
と
思
わ
れ
る
。
未
明
は
こ
の
文
章
で
、
も
の

を
描
く
際
に
「
客
観
と
云
ふ
制
約
」
の
中
で
「
主
観
を
存
分
に
働
か

せ
る
」
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
赤
い
花
な
ど
の
自
然

を
見
て
、
自
分
の
過
去
や
未
来
が
思
い
浮
か
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ

に
は
客
観
性
が
な
い
。
ゆ
え
に
、「
そ
の
場
合
矢
張
、
赤
い
花
な
ら

ば
そ
の
生
命
と
、
特
質
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
の
「
客
観

的
特
質
」
を
確
実
に
つ
か
ん
だ
う
え
で
、「
外
界
の
自
然
を
主
観
的

に
描
く
」。
つ
ま
り
、「
作
者
の
想
像
は
根
柢
を
現
実
に
置
」
き
、「
そ

の
も
の
が
持
つ
て
ゐ
る
特
質
を
主
観
的
に
摘
発
し
て
書
く
」
こ
と
が

肝
要
で
、
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
作
家
は
「
真
の
意
味
の
リ
ア
リ
ス
ト

で
あ
る
」
と
断
言
し
て
い
る
。

　

新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、『
描
写
の
心
得
』
で
も
旧
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
自
然
主
義
と
比
較
し
な
が
ら
再
三
説
明
し
て
い

る
。
前
者
の
作
家
は
、「
唯
、
単
に
享
楽
の
為
め
に
享
楽
を
追
求
し

て
居
た
」。
自
然
主
義
作
家
は
「
徒
ら
に
唯
事
実
の
前
に
平
伏
し
て
、

平
凡
な
る
事
実
の
再
現
を
事
業
と
し
て
居
る
」。
対
し
て
、
新
ロ
マ

ン
チ
シ
ス
ト
は
、
全
く
の
空
想
に
よ
る
創
造
に
も
、
事
実
の
忠
実
な

描
写
に
も
偏
ら
ず
、現
実
生
活
で
の
鋭
い「
自
己
反
省
や
、自
己
解
剖
」

の
も
と
「
自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
の
主
観
の
上
に
立
つ
て
、
飽
迄
自
分

の
見
た
人
生
を
主
張
し
、
行
く
べ
き
道
に
就
て
叫
び
を
挙
げ
」
る
も

の
だ
と
定
義
し
て
い
る
。
で
は
、
未
明
は
何
故
そ
こ
ま
で
し
て
「
主

観
」
を
重
要
視
す
る
の
か
。
同
書
で
語
っ
て
い
る
。

　

自
分
の
主
観
を
離
れ
て
真
実
と
云
ふ
も
の
が
何
処
に
あ
る

か
。（
中
略
）
我
々
の
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
結
論

よ
り
も
経
験
其
の
物
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
生
に
触
れ
て
得

た
実
感
以
外
に
︱
︱
其
の
刹
那
の
感
じ
以
外
に
︱
︱
ど
こ
に
人

生
の
事
実
と
云
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
か
。
人
生
に
は
結
論
は
な

い
。
只
、
其
の
触
れ
て
得
る
実
感
、
そ
れ
が
則
ち
人
生
で
は
な

い
か
。

　

斯
う
云
ふ
や
う
な
徹
底
し
た
考
へ
に
立
つ
て
見
る
と
、
自
分

の
神
経
、感
情
、肉
体
、視
覚
、触
覚
総
て
の
感
覚
を
離
れ
て
は
、

全
く
人
生
も
な
け
れ
ば
、
自
分
其
の
物
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。



− 34 −

　

現
実
や
生
活
の
経
験
で
得
た
「
実
感
」
こ
そ
が
人
に
迫
る
力
に
な

る
か
ら
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
、
頭
の
中
の
知
識
で
書
く
の
で
は
な
く

「
其
人
の
神
経
で
な
け
れ
ば
感
ぜ
ら
れ
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
」、
今
日
の

生
活
の
不
安
、
肯
定
、
近
代
的
な
悩
み
の
行
き
渡
っ
た
「
実
感
」
が

欲
し
い
、と
本
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
そ
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
未
明
は
『
描
写
の
心
得
』
に
お
い
て
、
現
実
か
ら

得
る
「
実
感
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
「
主
観
」
を
重
要
視
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
、
明
治
四
十
四
年
の
時
点
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

自
分
の
実
感
、
自
分
の
現
に
感
じ
た
こ
と
は
最
も
意
味
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
し
、
最
も
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ

る
。
之
等
の
感
じ
や
之
等
の
気
持
と
云
ふ
も
の
は
、
此
の
人
生

に
於
け
る
確
か
な
る
存
在
で
あ
る
。
曲
げ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
現

実
で
あ
る
。
総
べ
て
の
物
を
疑
う
て
も
、
総
べ
て
の
物
を
破
壊

し
て
も
、
曲
ぐ
可
ら
ざ
る
も
の
は
此
の
実
感
以
外
に
な
い
。

　
　
（「
新
し
き
叙
景
」「
新
潮
」
明
44
・
1
、『
定
本
小
説
６
』
所
収
）

　

ま
た
、「
実
感
」
に
関
わ
っ
て
、
作
品
の
主
人
公
を
少
年
に
設
定

す
る
理
由
は
、
必
ず
し
も
「
過
ぎ
去
つ
た
昔
」
の
追
慕
や
、「
現
在

の
苦
し
み
」
か
ら
逃
れ
て
「
か
の
美
は
し
い
夢
幻
界
に
遊
び
た
い
」

と
い
う
希
望
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
し
て
、こ
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
「
少
年
」
と
云
う
も
の
は
、
何
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
す
べ

て
を
実
感
的
に
見
て
居
る
。（
中
略
）
こ
れ
に
反
し
て
、
年
齢

を
取
つ
て
大
人
と
な
れ
ば
お
の
づ
か
ら
習
慣
に
慣
れ
て
来
て
、

新
ら
し
い
事
件
に
対
し
て
も
さ
ほ
ど
驚
か
な
い
や
う
に
な
る
。

（
中
略
）
人
生
を
包
ん
で
ゐ
る
不
可
解
な
力
、
ま
た
は
不
可
抗

の
自
然
力
に
対
し
て
慣
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

知
識
を
以
て
此
の
人
生
生
活
の
日
常
を
解
釈
し
て
さ
ま
で
驚

き
も
せ
ず
、
疑
ひ
も
せ
ず
、
慣
れ
て
、
平
気
に
世
を
渡
つ
て
行

くLife

と
、
常
に
驚
き
、
怖
れ
、
感
覚
的
、
実
感
的
に
観
て

行
くLife

と
、何
れ
が
多
く
此
の
人
生
生
活
を
送
る
に
当
つ
て
、

其
の
生
活
の
内
容
を
豊
富
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。（
中
略
）

　

た
ゞ
吾
人
は
、
常
に
子
供
の
如
く
「
無
知
」
で
あ
り
た
い
。

子
供
の
如
く「
感
覚
的
」で
あ
り
た
い
。子
供
の
如
く「
柔
順
」で
、

「
真
率
」
で
あ
り
た
い
。（
中
略
）
吾
等
の
、
唯
恐
る
ゝ
事
は
生

活
に
慣
れ
て
感
ぜ
ず
、知
ら
ず
に
、過
ぎ
去
る
こ
と
で
あ
る
。「
人

生
を
知
ら
ず
に
過
ぎ
る
！
」
と
云
ふ
事
こ
れ
よ
り
懼
ろ
し
き
事

が
あ
ら
う
か
、
是
等
の
考
よ
り
し
て
最
近
の
象
徴
派
、
神
秘
派

の
作
物
に
は
、
直
覚
的
な
、Em

otional

な
少
年
を
主
人
公
と

し
た
も
の
が
多
い
、
と
考
が
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（「
少
年
主
人
公
の
文
学
」「
文
章
世
界
」
明
44
・
4
、『
定
本
小

説
６
』
所
収
）

　

田
中
栄
一
氏
９
が
、「
少
年
の
ご
と
き
新
鮮
な
好
奇
心
に
満
ち
た
、

感
受
性
に
富
ん
だ
心
と
眼
を
持
っ
て
、
こ
の
世
を
み
つ
め
、
と
ら
え
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る
と
い
う
考
え
」
だ
と
解
釈
す
る
通
り
で
あ
る
。
習
慣
や
知
識
に
よ

る
慣
れ
を
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
ず
、
何
事
も
新
鮮
に
感
受
で
き
る
子
ど

も
の
感
覚
と
神
経
の
鋭
敏
さ
に
、
明
治
末
期
の
未
明
は
惹
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
。

　

自
分
は
何
時
ま
で
も
子
供
で
あ
り
た
い
。
た
と
へ
子
供
で
ゐ

る
こ
と
が
出
来
な
く
て
も
、
子
供
の
や
う
に
美
し
い
感
情
と
、

若
や
か
な
空
想
と
を
い
つ
ま
で
も
持
つ
て
ゐ
た
い
。

（「
自
序
」『
緑
髪
』
明
40
・
12　

隆
文
館
）

　

右
に
引
用
し
た
、
第
二
小
説
集
の
「
自
序
」
の
一
部
か
ら
、
畠
山

兆
子
氏
10

は
、「
彼
は
、「
美
し
い
感
情
」
と
「
若
や
か
な
空
想
」
の

条
件
と
し
て
、
子
ど
も
の
無
邪
気
さ
を
」
重
要
視
し
て
お
り
、
そ
の

背
後
に
は
「
当
然
お
と
な
は
醜
く
、
利
己
的
な
否
定
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
た
し
か
に
、
子

ど
も
の
感
情
に
「
美
」
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
と
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
頃
の
未
明
は
、
大
人
を
「
醜
く
、
利
己
的
な
否
定
的
存

在
」
と
考
え
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、先
に
「
少
年
主
人
公
の
文
学
」

で
見
た
よ
う
に
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
経
験
に
よ
る
知
識
が
つ

き
、「
新
し
い
事
件
」
や
「
人
生
を
包
む
不
可
解
な
力
」
に
慣
れ
て

し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

大
正
時
代
後
半
に
な
っ
て
も
、「
実
感
」
を
大
切
に
す
る
姿
勢
は

変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
階
級
闘
争
が
色
濃
く
表
れ
た
「
闘
争
を
離

れ
て
正
義
な
し
」（「
中
央
公
論
」大
11
・
7
、『
定
本
小
説
６
』所
収
）で
、

闘
争
的
精
神
に
よ
り
「
良
心
を
鞭
打
た
れ
、
勇
気
付
け
ら
れ
」
た
と

の
記
述
の
後
、
享
楽
階
級
で
は
人
道
や
愛
が
概
念
化
さ
れ
「
実
感
を

失
つ
て
」
全
く
堕
落
し
た
、
と
評
し
て
い
る
点
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

以
上
、『
描
写
の
心
得
』を
中
心
に
未
明
の
思
想
を
追
っ
た
こ
と
で
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
創
作
や
生
活
に
お
い
て
「
実
感
」
を
重

要
と
す
る
考
え
が
彼
の
中
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
11
。

　

そ
の
「
実
感
」
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
萩
原
朔
太
郎
が
「
自
由
詩

の
ヂ
レ
ン
マ　

上
」（「
覇
王
樹
」
大
9
・
10
、『
萩
原
朔
太
郎
全
集

第
十
四
巻
』
昭
53
・
2　

筑
摩
書
房
所
収
）
に
て
「
芸
術
品
か
ら
受

け
取
る
吾
人
の
感
興
や
興
奮
や
は
、
す
べ
て
現
実
の
実
感
で
な
く
し

て
、
そ
れ
自
ら
一
種
非
我
の
快
感
を
伴
つ
た
特
種
の
感
情
即
ち
所
謂

「
美
感
」
で
あ
る
」
と
、「
実
感
」
を
自
然
主
義
の
産
物
と
し
て
疎
み
、

そ
の
「
正
反
対
に
立
つ
」「
美
感
」
の
最
高
潮
を
こ
そ
詩
は
歌
う
の

だ
と
い
う
持
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
未
明
は
創
作
に
お
い
て
「
実

感
」
と
「
美
感
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

四
、「
真
」「
善
」「
美
」
と
童
話

　

こ
こ
で
、未
明
の
真
善
美
に
つ
い
て
の
記
述
に
注
目
し
た
い
。『
描

写
の
心
得
』
に
よ
れ
ば
、
以
前
の
芸
術
が
何
事
も
絶
え
ず
美
化
し
て

「
真
実
を
云
ふ
事
を
避
け
た
」
の
に
対
し
、
近
代
芸
術
は
、
全
人
類
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に
共
通
す
る
「
現
在
の
苦
悩
を
直
ち
に
見
る
も
の
に
写
し
て
」、
そ

れ
を
描
こ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
美
」
よ
り
む
し
ろ
「
真
」
を
語

ろ
う
と
す
る
も
の
だ
と
言
い
、
そ
れ
か
ら
半
年
後
の
「
私
の
創
作
の

実
際
」（「
文
章
倶
楽
部
」
大
7
・
11
）
で
は
、
未
明
自
身
の
芸
術
観

の
変
遷
に
言
及
し
、
そ
の
な
か
で
、
か
つ
て
「
美
と
真
と
が
芸
術
の

姿
」
だ
と
考
え
て
い
る
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
の
「
美
と
真
と
が
芸
術
の
姿
」
と
い
う
思
想
に
つ
い

て
、
未
明
に
と
っ
て
の
「
真
」
や
「
美
」
の
意
味
合
い
か
ら
確
認
し

た
い
。
未
明
の
定
義
す
る
「
真
」
は
、「
詩
と
美
と
想
像
」（「
読
売

新
聞
」
明
44
・
2
・
25
、『
夜
の
街
に
て
』
大
3
・
1　

岡
村
盛
花

堂
所
収
）
に
遡
る
。
彼
は
「
真
と
い
ふ
客
観
的
な
偉
大
な
る
も
の
」

に
は
考
え
が
至
ら
な
い
が
、「
芸
術
上
の
真
」
と
は
、「
不
可
解
の
力

に
対
し
、
運
命
に
対
し
、
非
経
験
的
事
実
に
対
し
て
、
吾
人
の
迷
ひ
、

疑
ひ
、
信
ず
る
有
様
、
即
ち
人
間
ら
し
い
と
こ
ろ
」
だ
と
述
べ
る
。

同
時
に
「
美
」
は
、
自
分
を
「
恍
惚
と
魅
し
去
る
も
の
」
で
、
極
論

「
眼
に
触
れ
、
耳
に
触
れ
、
想
像
の
加
は
る
も
の
す
べ
て
」
だ
と
し

て
い
る
が
、
こ
の
二
年
前
の
「
尚
美
的
傾
向
（
二
）」（「
国
民
新
聞
」

明
42
・
6
・
23
）
で
は
、「
美
」
を
「
人
生
」
と
合
わ
せ
て
考
え
よ

う
と
試
み
て
い
る
。
未
明
は
時
代
性
と
し
て
「
実
生
活
の
自
意
識
を

忘
れ
て
美
に
酔
は
ん
と
す
る
傾
向
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
後
に
、
自
身
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

何
か
も
つ
と
美
と
い
ふ
も
の
に
深
い
人
生
の
意
味
が
加
つ

て
、
単
に
美
で
も
な
く
、
単
に
事
実
の
み
で
な
い
、
実
想
像
と

経
験
と
が
作
と
な
つ
て
、
人
生
象
徴
の
姿
と
な
つ
て
表
は
れ
ぬ

も
の
か
知
ら
ん
。
一
言
に
い
へ
ば
神
秘
界
と
現
実
界
の
交
渉
で

あ
る
が
、
単
に
理
屈
と
な
つ
て
は
面
白
く
な
い
。
血
あ
り
、
肉

あ
り
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
︱
︱
表
に
現
は
さ
な
く
も
、
内
に

隠
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
又
人
生
苦
悶
の
影
が
宿
つ
て
ゐ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
面
に
人
生
を
慰
諭
す
る
と
共
に
一
面
に

於
て
人
生
の
批
判
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
新
ロ
マ
ン

チ
シ
ズ
ム
の
要
求
は
等
し
く
時
代
の
要
求
で
な
か
ら
う
か
と
思

ふ
。

　

田
中
栄
一
氏
12

は
右
の
文
を
引
き
、
未
明
の
現
実
や
人
生
と
の
向

き
合
い
方
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　

未
明
に
は
、
人
生
や
現
実
の
真
相
に
触
れ
る
に
当
っ
て
の
、

独
特
な
態
度
・
心
が
ま
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

き
れ
い
ご
と
や
皮
相
的
で
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

た
、
暗
黒
や
煩
悶
・
苦
悶
を
見
つ
め
る
の
も
、
そ
れ
は
決
し

て
、
い
わ
ゆ
る
世
に
す
ね
て

0

0

0

と
い
っ
た
態
度
に
因
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
正
面
か
ら
取
り
組
も
う
と
す
る
積
極
的
な
発
想

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
傍
点
原
文
の
ま
ま
）
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運
命
や
不
可
抗
力
に
直
面
す
る
人
間
の
在
り
方
を
「
真
」
と
称
す

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
加
わ
る
「
美
」
は
、
苦
悶
か
ら
逃
避
す
る
た
め

の
も
の
で
は
な
い
。
作
品
が
「
真
」
そ
れ
の
み
の
表
現
に
な
ら
な
い

よ
う
に
、
作
者
の
想
像
で
「
美
」
を
添
え
た
う
え
で
、
人
生
を
象
徴

さ
せ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
大
正
七
年
時
点
で
は
既
に
過
去
の
考
え
方

に
な
り
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
た
、「
美
と
真
と
が
芸
術
の
姿
」
と
い
う

思
想
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
か
ら
七
年
を
経
て
、「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
が
発
表
さ
れ

た
大
正
十
四
年
、未
明
は
「
童
話
文
学
に
就
て
（
一
人
一
語
）」（「
文

章
倶
楽
部
」
大
14
・
5
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

子
供
の
純
真
な
心
に
て
、
自
然
と
人
生
と
を
見
、
同
時
に
こ

れ
を
芸
術
上
の
傾
向
、
ま
た
は
主
潮
と
す
る
、
人
道
主
義
的
な

道
徳
観
、
即
ち
美
と
善
と
を
、
同
一
に
視
よ
う
と
す
る
、
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
…
…
…
そ
れ
は
、
子
供
の
心
を
も
つ
て
書
か
れ
た

文
学
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

　

唯
、
単
に
、
芸
術
的
作
品
と
し
て
の
鑑
賞
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、

そ
れ
が
、
子
供
を
教
育
す
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
、
理
想
主
義
と

も
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。（
中
略
）

　

そ
し
て
、
全
て
に
正
直
で
あ
つ
て
、
常
に
正
義
を
愛
し
て
、

真
理
に
対
し
て
は
謙
遜
で
あ
る
、
と
云
ふ
こ
と
は
、
此
、
人
生

に
対
し
て
、平
和
を
求
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
此
人
生
の
平
和
、
美
と
善
と
の
一
致
、
目
的
と
理
想

の
上
に
立
つ
芸
術
こ
そ
、
本
当
の
意
味
に
於
け
る
、
童
話
文
学

だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
未
明
の
発
言
を
受
け
て
か
、
牧
野
史
子
氏
13

は
彼
の

新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
特
徴
の
内
に
「
美
」
と
「
善
」
の
同
一
視
を

挙
げ
、
畠
山
氏
14
も
「「
美
」
と
「
善
」
が
（
も
っ
と
も
未
明
が
考
え

て
い
た
美
で
あ
り
善
で
は
あ
る
が
）完
全
に
一
致
す
る
世
界
と
し
て
、

未
明
は
童
話
を
認
識
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
明

の
認
識
は
、
果
た
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
良
い
の
だ
ろ

う
か
。
先
の
「
童
話
文
学
に
就
て
（
一
人
一
語
）」
は
、
次
の
よ
う

に
続
く
。

　

童
話
作
家
の
、
個
性
的
な
眼
に
映
つ
た
自
然
を
、
ま
た
人
生

を
、
自
分
の
感
情
の
リ
ズ
ム
に
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
構
成
的
に

創
作
す
る
と
こ
ろ
に
、
童
話
文
学
の
、
最
も
面
白
い
と
こ
ろ
が

あ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

　

傍
線
部
の
「
個
性
的
な
眼
に
映
つ
た
自
然
を
、
ま
た
人
生
を
、
自

分
の
感
情
の
リ
ズ
ム
に
化
す
る
と
こ
ろ
に
、
構
成
的
に
創
作
す
る
」

と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
未
明
が
明
治
末
期
15

に
求
め
て
い
た
「
実
想

像
と
経
験
と
が
」
作
品
に
な
っ
た
「
人
生
象
徴
の
姿
」
の
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
個
性
的
な
眼
に
映
」
る
「
自
然
」
や
「
人
生
」
を
、

実
感
に
基
づ
く
「
経
験
」
や
主
観
で
「
感
情
の
リ
ズ
ム
に
化
」
し
、



− 38 −

「
実
想
像
」
で
も
っ
て
「
構
成
的
に
創
作
す
る
」。
つ
ま
り
、
未
明
は

大
正
末
期
の
童
話
創
作
に
お
い
て
も
「
美
」
と
「
真
」
の
組
み
合
わ

さ
れ
た
作
品
を
描
き
出
す
こ
と
に
醍
醐
味
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
同
年
の
「
童
話
に
つ
い
て
の
断
片
」（「
童
話
」
大
14
・

8
）
に
お
い
て
も
、「
美
と
善
と
に
於
て
の
み
、人
生
の
理
想
が
あ
る
」

と
は
言
う
が
、
い
た
ず
ら
に
教
訓
的
な
話
が
子
ど
も
や
大
人
に
面
白

が
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
こ
に
「
真
実
」
が
な
く
不
自
然
だ
か
ら
だ
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

童
話
が
、
子
供
の
た
め
の
み
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
ゝ

で
、
す
で
に
了
解
さ
れ
た
と
思
は
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
で
も
、

子
供
の
時
代
の
心
を
失
は
な
い
も
の
は
、
い
つ
ま
で
も
美
に
対

し
て
、
魅
せ
ら
れ
ま
た
正
し
い
こ
と
に
対
し
て
感
動
す
る
だ
け

の
、
真
実
さ
を
有
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
し
て
「
美
」
と
「
善
」
が
同
一
視
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
理
想
が

掲
げ
ら
れ
、そ
こ
に「
真
」が
あ
が
っ
て
こ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、「
真
」

が
人
間
ら
し
さ
そ
の
も
の
を
表
す
現
実
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
現
実
を
痛
感
す
る
か
ら
こ
そ
、「
美
」
と
「
善
」
が
同
一
な
と

こ
ろ
、
す
な
わ
ち
「
想
像
」
上
で
し
か
成
り
立
た
な
い
「
善
」
に
触

れ
た
と
き
、
人
は
そ
れ
を
ま
ぶ
し
く
感
じ
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
美
」
と
「
善
」
の
一
致
を
理
想
と
す
る
未
明
の
思
想
に
は
、
そ
の

前
提
と
し
て
現
実
の
「
真
」
が
た
し
か
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に
―
―
〈
月
〉
を
み
て
喜
び
笑
う
〈
赤
ん
坊
〉

　

再
び
「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
に
戻
り
、本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
、

結
末
部
の
〈
赤
ん
坊
〉
の
笑
い
の
意
味
を
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、
作

中
で
笑
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
〈
人
間
〉
と
〈
赤
ん
坊
〉

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
村
論
16

と
小
埜
論
17

で
は
、
そ
の
対
照
性
に

着
目
し
て
い
る
。〈
人
間
〉
が
笑
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、〈
月
〉
が
〈
汽

缶
車
〉
を
探
し
て
い
る
場
面
と
、〈
汽
缶
車
〉
が
憎
し
み
を
訴
え
る

場
面
の
二
箇
所
で
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
受
け
て
木
村
氏
は
、

結
末
部
の
笑
い
が
〈
人
間
〉
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
根

拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

仮
に
こ
の
人
間
達
の
情
景
を
結
末
に
持
っ
て
く
れ
ば
、
話
は

実
に
懲
悪
的
に
な
る
。
が
、
あ
え
て
そ
う
は
せ
ず
別
の
箇
所
に

点
描
し
て
お
く
こ
と
で
、
赤
ん
坊
の
笑
み
は
大
人
の
人
間
達
の

笑
い
と
の
対
比
で
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。〈
童
心
〉

を
最
後
に
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
は
問
題
の
責
任
を

性
急
に
人
間
一
般
に
帰
す
こ
と
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
登
場
し
た
〈
人
間
〉
で
な
く
〈
赤
ん
坊
〉
を
置
き
、
あ
え
て
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結
末
を
「
懲
悪
的
」
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
は
大
き
く
頷
け
る
。

だ
が
、
そ
れ
の
み
で
は
〈
赤
ん
坊
〉
の
笑
い
そ
の
も
の
を
解
釈
す
る

ま
で
に
は
至
ら
な
い
。

　

小
埜
氏
は
、〈
レ
ー
ル
が
、
町
か
ら
村
へ
、
村
か
ら
平
原
へ
、
そ

し
て
、
山
の
間
へ
と
走
っ
て
い
〉
る
よ
う
な
文
明
化
し
た
時
代
に
、

人
間
が
「
自
然
か
ら
遠
ざ
か
り
、
本
来
も
っ
て
い
た
性
情
を
失
い
、

思
い
や
り
を
欠
い
た
社
会
が
現
れ
」
る
こ
と
を
「
文
明
の
弊
害
」
と

い
う
。
し
か
し
、「
人
間
の
善
性
が
文
明
化
の
過
程
で
失
わ
れ
る
こ

と
と
、
幼
児
の
中
に
あ
る
善
性
が
成
長
過
程
で
失
わ
れ
る
こ
と
は
似

て
い
る
よ
う
で
異
な
」
り
、
後
者
の
善
性
は
「
幼
児
の
中
に
常
に
存

在
し
て
い
る
」
た
め
、「
赤
ん
坊
の
中
に
あ
る
善
性
を
テ
コ
に
、
社

会
を
創
り
直
す
余
地
が
あ
る
」。
ま
た
、〈
人
間
〉
も
〈
赤
ん
坊
〉
も
、

〈
月
〉
を
眺
め
る
時
に
は
共
に
「
無
邪
気
に
な
り
」、
成
長
し
た
「
人

間
は
本
来
持
っ
て
い
た
性
情
を
取
り
戻
」
す
と
し
、「
善
性
を
取
り

戻
す
た
め
に
は
、
ま
ず
自
然
と
の
回
路
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

だ
と
未
明
は
述
べ
て
い
た
」
の
で
は
な
い
か
と
小
埜
氏
は
考
え
て
い

る
。〈
赤
ん
坊
〉
の
「
善
性
」
に
未
来
へ
の
「
希
望
」
を
見
出
す
の
が
、

氏
の
解
釈
の
特
徴
で
あ
る
。

　

一
方
、
船
木
氏
18

は
次
の
よ
う
に
、
笑
い
に
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
を

読
み
と
っ
て
い
る
。

　

こ
の
作
品
は
負
傷
し
た
レ
イ
ル
に
対
す
る
花
や
雨
や
、
月
な

ど
の
安
価
な
同
情
と
、
翌
日
に
な
れ
ば
傷
つ
い
た
こ
と
や
、
み

ん
な
に
泣
い
て
訴
え
た
こ
と
を
、
け
ろ
り
と
忘
れ
て
る
レ
ー
ル

の
態
度
を
、
こ
の
赤
ん
坊
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
笑
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
誰
に
で
も
同
情
す
る
同
情
は
、
真
の
同
情
で
は
な
い

と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
、
ど
こ
か
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

本
文
に
は
、〈
赤
ん
坊
〉
は
〈
喜
ん
で
〉
笑
っ
て
い
た
と
あ
る
た
め
、

皮
肉
な
印
象
ま
で
は
受
け
な
い
が
、〈
レ
ー
ル
〉
を
は
じ
め
擬
人
化

さ
れ
た
登
場
人
物
と
は
一
線
を
画
し
た
存
在
と
し
て
〈
赤
ん
坊
〉
が

笑
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
た
し
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
小
埜
氏
の
言
う
よ
う
に
〈
赤
ん
坊
〉
は
「
善
性
」
を
表
す

存
在
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
描
か
れ
た
の
が
〈
赤
ん
坊
〉

で
あ
っ
て
、
子
ど
も
で
は
な
か
っ
た
点
に
注
意
し
た
い
。
も
し
、
こ

れ
が
少
年
少
女
だ
っ
た
な
ら
ば
、「
善
性
」
の
象
徴
と
言
う
こ
と
も

で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
登
場
し
た
〈
赤
ん
坊
〉

は
、
物
心
の
つ
い
た
子
ど
も
と
は
異
な
り
、
複
雑
な
感
情
も
、
意
志

も
、
ま
し
て
や
良
心
も
持
た
ず
、
き
わ
め
て
自
然
に
近
い
存
在
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、〈
赤
ん
坊
〉
に
善
も
悪
も
な
く
、
そ
う
い
っ
た
概
念

を
超
越
し
た
も
の
と
み
な
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
小
埜
氏
の
〈
人
間
〉
や
〈
赤
ん
坊
〉
の
前
で
は
〈
月
〉
が

眺
め
ら
れ
る
も
の
に
な
る
、
と
い
う
視
点
は
、
船
木
氏
の
〈
赤
ん
坊
〉

と
そ
れ
以
外
と
の
間
に
一
線
が
引
か
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と
あ
わ
せ

て
重
要
だ
。
本
来
高
み
に
い
る
は
ず
の
〈
月
〉
は
、
地
上
に
降
り
て

〈
汽
缶
車
〉
や
〈
箱
〉
に
話
を
聞
い
て
か
ら
と
い
う
も
の
、〈
だ
れ
が
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悪
い
の
か
〉
を
考
え
続
け
、
そ
の
問
い
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
善
悪
を
超
越
し
た
〈
赤
ん
坊
〉
に
見
ら
れ
笑
わ
れ
る
こ
と
で
、

〈
月
〉
は
こ
の
問
題
を
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
、
本
来
の
、
眺
め
ら

れ
る
月
と
し
て
の
役
割
へ
瞬
時
に
戻
る
。
ゆ
え
に
、〈
だ
れ
が
悪
い

の
か
〉
は
分
か
ら
ず
じ
ま
い
に
な
る
の
だ
。〈
赤
ん
坊
〉
の
笑
い
は
、

解
決
策
と
し
て
投
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、〈
い
っ
た
い
だ
れ
が
悪

い
の
か
〉
分
か
ら
な
い
と
い
う
不
条
理
な
世
の
現
実
を
、
た
だ
ひ
た

す
ら
に
引
き
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
論
を
ふ
ま
え
て
、「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
と
い
う

作
品
全
体
を
捉
え
て
み
た
い
。
本
稿
の
「
二
」
で
、
擬
人
化
に
は
、

物
や
自
然
の
特
徴
を
表
し
な
が
ら
人
間
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
も
の

と
、
性
質
ま
で
も
が
人
間
化
し
て
い
る
も
の
と
の
二
段
階
が
あ
る
と

述
べ
た
。「
三
」で
確
認
し
た
創
作
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

こ
の
こ
と
は
、
未
明
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ツ
ル
ー
ス
」
つ
ま
り
「
客
観

的
特
質
」
を
確
か
に
掴
み
、
そ
の
う
え
で
、
物
や
自
然
に
対
す
る
彼

の
「
実
感
」
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
人
間
ら
し
さ
を
主
観
的

に
見
出
し
た
こ
と
の
表
れ
な
の
だ
と
言
え
る
。

　

痛
み
に
涙
を
流
し
て
も
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
。

立
場
が
上
の
相
手
に
、
訴
え
を
快
く
聞
い
て
も
ら
う
方
法
を
意
識
す

る
こ
と
。苦
し
む
者
の
た
め
を
思
う
一
心
で
駆
け
ず
り
ま
わ
る
こ
と
。

必
要
が
な
い
の
に
悪
い
の
は
誰
か
と
考
え
、
妙
な
好
奇
心
を
も
っ
て

詮
索
し
て
し
ま
う
こ
と
。
擬
人
化
か
ら
見
え
て
き
た
こ
の
よ
う
な
行

動
は
、
良
く
も
悪
く
も
人
間
な
ら
ば
誰
し
も
が
為
し
う
る
こ
と
だ
。

加
え
て
、
世
の
中
に
は
善
悪
の
判
断
が
容
易
に
つ
か
な
い
場
合
が
あ

る
。
本
作
か
ら
読
み
取
れ
る
、
こ
う
し
た
人
間
と
世
の
中
の
あ
り
よ

う
は
、「
善
」
よ
り
も
は
る
か
に
「
真
」
に
近
い
。

　

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
大
正
末
期
に
お
い
て
も
、未
明
は
「
真
」

と
「
美
」
を
組
み
合
わ
せ
る
意
識
を
も
っ
て
童
話
創
作
に
臨
ん
で
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
「
四
」
で
述
べ
た
が
、
未
明
は
「
真
」、
つ

ま
り
人
間
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
不
可
抗
を
描
こ
う
と
す
る
際
、

同
時
に
そ
こ
へ
「
美
」
を
組
み
こ
む
べ
く
想
像
を
巡
ら
す
。
そ
し
て
、

〈
レ
ー
ル
〉、〈
雨
〉、〈
月
〉
な
ど
の
言
動
に
人
間
の
ふ
る
ま
い
を
象

徴
さ
せ
、
如
何
と
も
し
が
た
い
世
の
理
不
尽
に
つ
い
て
は
、
一
見
唐

突
に
も
思
わ
れ
る
最
後
の
〈
赤
ん
坊
〉
の
笑
い
を
も
っ
て
そ
の
状
況

を
際
立
た
せ
、
作
品
に
余
韻
を
残
し
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

未
明
は
物
語
に
美
し
さ
を
織
り
ま
ぜ
な
が
ら
、
人
間
ら
し
さ
や
、
人

が
時
に
直
面
し
、
己
の
無
力
を
痛
感
す
る
ほ
か
な
い
世
の
不
条
理
な

現
実
を
、
童
話
の
中
に
描
き
出
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

付
記

　

本
稿
で
引
用
し
た
文
章
に
引
か
れ
た
傍
線
は
、断
り
の
な
い
場
合
、

全
て
引
用
者
に
よ
る
。

　

本
文
引
用
に
つ
い
て
、童
話
は『
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
４
』（
昭

52
・
2　

講
談
社
）
か
ら
、
評
論
は
基
本
的
に
『
定
本
小
川
未
明
小

説
全
集
６
』（
昭
54
・
10　

講
談
社
）
か
ら
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
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て
行
う
。後
者
か
ら
引
用
し
た
文
章
に
は『
定
本
小
説
６
』と
付
す
が
、

そ
の
記
載
が
な
い
も
の
は
『
定
本
小
説
６
』
未
収
録
の
た
め
、
初
出

誌
、
ま
た
は
そ
れ
が
再
録
さ
れ
た
刊
本
か
ら
引
用
す
る
。
書
誌
情
報

は
、
小
埜
裕
二
『
人
物
書
誌
大
系
43　

小
川
未
明　

全
童
話
』（
平

24
・
12　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
と
、
小
埜
裕
二
『
人
物
書
誌
大
系

45　

小
川
未
明
Ⅱ　

全
小
説
・
随
筆
』（
平
28
・
6　

日
外
ア
ソ
シ
エ
ー

ツ
）
に
拠
る
。

註1　

続
橋
達
雄
『
未
明
童
話
の
研
究
』（
昭
52
・
1　

明
治
書
院
）

2　

小
埜
裕
二
「「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」」（『
小
川
未
明
に
親
し
む
』
平
31
・

3　

蒼
丘
書
林
）

3　

木
村
小
夜
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
そ
の
周
辺
」（「
福
井
県

立
大
学
論
集
」
平
19
・
7
）

4　

筥
崎
将
弘
「
兄
弟
の
山
鳩
」（
小
埜
裕
二 

編
『
解
説 

小
川
未
明
童
話
集
45
』

平
24
・
3　

北
越
出
版
）

5　

船
木
枳
郎
『
小
川
未
明
童
話
研
究
』（
昭
29
・
2　

宝
文
館
、
吉
田
精
一 

監
修
『
近
代
作
家
研
究
叢
書
83
』
平
2
・
1　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
所
収
）

6　

１
に
同
じ
。

7　

4
に
同
じ
。

8　

5
に
同
じ
。

9　

田
中
栄
一
「
未
明
文
学
に
お
け
る
「
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
の
意
味
︱
︱
ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
︱
︱
」（「
児
童
文
芸
」
昭
54
・

9
）

10　

畠
山
兆
子
「
小
川
未
明
童
話
観
の
形
成
︱
︱
明
治
三
十
九
年
か
ら
大
正

十
五
年
ま
で
︱
︱
」（「
お
べ
り
す
く
」
昭
50
・
4
）

11　

10
の
畠
山
論
で
既
に
「
子
ど
も
時
代
の
実
感
を
重
視
し
、
自
分
の
経
験
の

み
で
作
品
を
書
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
彼
の
一
貫
し
た
創
作
態
度
で
あ
っ
た
。」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
、
未
明
が
「
実
感
」
を
重
視
し
続
け
る
理

由
な
ど
の
詳
細
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
。

12　

9
に
同
じ
。

13　

牧
野
史
子
「
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
時
代
の
未
明
童
話
」（「
甲
南
大

学
文
学
会
論
集
」
昭
36
・
8
）

14　

畠
山
兆
子
「
未
明
童
話
に
お
け
る
メ
ル
ヘ
ン
の
傾
向
」（「
日
本
児
童
文
学
」

昭
52
・
10
）

15　

先
述
の
「
尚
美
的
傾
向
（
二
）」（「
国
民
新
聞
」
明
42
・
6
・
23
）
か
ら
の

引
用
部
分
を
指
す
。

16　

3
に
同
じ
。

17　

2
に
同
じ
。

18　

5
に
同
じ
。

（
わ
き
た　

と
う
こ
）


