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調
話
文
撃
と
し
て
の

「
－
フ毛
ー
の
甥
」

ー
ー
デ
ィ
ド
ロ
研
究
序
説
｜
｜

(I
) 

原

’--!- .. 

〈ム

(
1
>

「
物
を
か
く
と
き
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
美
徳
で
あ
り
、
美
徳
の
人
々
で
あ
る
。
」
と
、
デ
ィ
ド
ロ
は
書
い
た
。
然
し
、
「
ラ
モ

l

の
甥
」

と
い
う
作
品
は
、
こ
の
公
式
に
表
明
さ
れ
た
信
念
と
幾
分
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
美
徳
よ
り
も
盛
徳
を
、
美
徳
の
人
々
よ
り
も
、
む
し
ろ
悪

徳
の
人
々
を
考
慮
に
い
れ
て
か
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
見
、
背
徳
者
の
ラ
モl
の
並
べ
た
て
る
理
く
つ
な
ど
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の

思
想
と
は
ま
る
で
無
関
係
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
然
し
、
「
ラ
モ
！
の
甥
」
を
検
討
す
れ
ば
、
こ
の
シ
ニ
ッ
ク
な
背
徳
者
と
、
道
徳
家
の
哲
草
者
の
奥
底

に
は
、
哲
皐
者
デ
ィ
ド
ロ
が
突
き
あ
た
っ
た
問
題
が
か
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

デ
ィ
ド
ロ
の
哲
皐
的
思
想
は
、
大
き
く
い
え
ば
、
唯
物
論
と
モ
ラ
リ
ス
ム
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
部
分
に
生
じ
た
矛
店
、
そ
の

矛
盾
と
の
関
連
に
よ
っ
て
自
ず
と
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
、
夫
々
の
部
分
の
持
っ
て
い
る
弱
貼
｜
｜
そ
う
し
た
一
切
の
も
の
が
、
哲
皐
者
r円
身
の
心
の
中
に
生
み

だ
し
た
自
己
の
思
想
に
封
す
る
懐
疑
と
動
揺
が
、
こ
の
封
話
を
生
み
だ
し
た
一
つ
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
只
瞳
的
に
い
え
ば
、
唯
物
論
の
機
械
論

的
側
面
と
抽
象
的
な
モ
ラ
リ
ス
ム
と
が
提
起
す
る
一
連
の
問
題
が
、
こ
の
封
話
の
底
に
潤
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ラ
モ
ー
を
使
っ
て
、

モ
ラ
リ
ス
ム
と
、
唯
物
論
を
ひ
そ
か
に
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
モ

l

は
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
、
背
徳
者
だ
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
の
モ
ラ
リ
ス
ム
と
封
立
す
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る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ラ
モ
！
の
シ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
自
分
の
モ
ラ
リ
ス
ム
を
検
討
す
る
。
叉
、
ラ
モ
！
の
シ
ニ
ズ
ム
の
中
に
自
分
の
唯
物
論
を
流
し
こ
む
こ
と



に
よ
っ
て
そ
れ
を
検
討
し
て
い
る
c

殊
に
、
唯
物
論
の
機
械
論
的
部
分
は
、
一
円
ノ
モ
！
の
背
徳
主
義
を
合
理
化
す
る
前
川
一
的
な
根
一
報
と
な
る
の
で
あ
る

c

そ
れ
で

は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
た
封
話
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
と
か
か
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

c

そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
封
話
を
と

り
だ
し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
ま
ず
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
弓
モ
ー
が
、
円
分
の
性
れ
を
一
必
明
し
、
数
百
論
を
民
間
寸
る
部
分
で
あ
り
、
苦
し
」
思
の
問
題
を
論
議

す
る
個
廃
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
個
庭
を
順
に
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
い
こ
う

ο

（1
）
ラ
モ
i

必
展
開
し
に
一
昔
挺
論
に
感
心
し
亡
、
哲
防
学
者
ム
ペ
一
ブ
モ

l

に
、
→
土
片
山
、
「
一
立
日
空
事
作
（
店
主
一
に
ぺ
じ
て
は
、
「
濃
や
か
な
感
伯
モ
拍
ち
、
侍
大

な
感
受
性
を
持
っ
て
い
る
の
に
、
」
道
徳
的
に
は
一
不
感
性
」
な
の
は
何
故
ピ
と
い
う
質
問
を
寸
る

c

ラ
モ
l

は
、
そ
の
質
問
に
、
一
二
つ
の
一
要
因
を
あ
げ
て
、

自
分
の
性
格
の
由
来
を
説
明
す
る
。
そ
の
三
つ
の
要
因
は
、
第
一
に
、
道
徳
的
に
美
し
い
事
柄
に
感
臨
す
べ
き
一
感
覚
」
「
ワ
ィ

i

ブ
ル
ト
を
持
ら
あ
わ
せ
て

い
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
優
れ
た
襲
術
家
と
性
の
悪
い
連
中
と
一
緒
に
暮
じ
た
の
で
、
耳
は
せ
ん
細
に
な
り
、
心
は
つ
ん
ぽ
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
血
統
が
よ

く
な
か
っ
た
。
「
父
方
の
分
子
が
固
く
て
鈍
か
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
呪
わ
れ
た
最
初
の
分
子
が
の
こ
り
の
す
べ
て
を
同
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
己

、
、
、
、
、
、
、

（2
）
ラ
モ
l

は
息
子
に
道
徳
教
育
を
ほ
ど
こ
さ
ぬ
理
由
を
並
べ
た
て
る
。
？
の
の
子
が
善
人
に
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
、
私
は
そ
れ
を
担

い
は
せ
ん
で
し
ょ
う
。
し
か
し
も
し
分
子
、
か
、
あ
の
子
の
父
親
の
よ
う
な
ご
ろ
つ
き
に
な
る
こ
と
を
欲
し
た
ら
、
私
が
あ
の
子
を
ま
っ
と
う
な
人
間
に
し
よ
う

-108-

と
し
て
す
る
骨
折
り
は
、
あ
の
子
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
有
害
で
し
ょ
う
。
薫
育
が
分
子
の
傾
向
と
紹
え
ず
交
鉛
す
る
と
、
あ
の
子
は
、
い
わ
ば
相
反
し
亡
二
つ

の
力
に
引
か
れ
、
人
生
航
路
を
い
び
つ
に
歩
く
で
し
ょ
う
。
」

道
徳
教
育
は
結
局
、
悪
に
か
け
て
も
菩
に
か
け
て
も
ぶ
ざ
ま
な
人
聞
に
、
息
子
を
し
て
し
ま
う
に
迎
い
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
の
ラ
モ
ー
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
凡
庸
さ
こ
そ
、
最
も
軽
蔑
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

（3
）
ラ
モ
l

は
、
総
劃
的
悪
と
か
善
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
善
悪
と
は
、
相
到
的
な
も
の
で
あ
る
と
説
く
c
i

－
－
－
一
風
儀
の
よ
う
に
強
化
の

多
い
事
柄
に
あ
っ
て
は
、
紹
封
的
に
、
本
質
的
に
、
普
遍
的
に
異
質
で
あ
る
と
か
い
う
も
の
は
な
く
、
車
に
利
害
が
か
く
れ
か
し
と
要
求
す
る
に
陸
じ
て
、
善

で
あ
っ
た
り
悪
で
あ
っ
た
り
、
賢
者
で
あ
っ
た
り
道
化
で
あ
っ
た
り
、
穂
儀
正
し
か
っ
た
り
、
滑
稽
で
あ
っ
た
り
、
正
直
で
あ
っ
た
り
、
不
正
で
あ
っ
た
り
す



る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
だ
し
て
下
さ
い
。
も
し
、
何
か
の
は
ず
み
で
、
美
徳
が
財
産
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
’
も
の
な
ら
、
私
も
美
徳

を
守
る
か
、
外
の
連
中
の
よ
う
に
、
美
徳
を
装
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
」

要
す
る
に
、
ラ
モ
l

の
考
え
で
は
、
ラ
モ
l

は
、
悪
人
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
父
親
か
ら
、
悪
し
き
分
子
を
受
け
つ
ぎ
、
道
徳

的
な
事
柄
に
反
臆
し
て
振
動
す
べ
き
、
フ
ィl
ブ
ル
を
快
い
て
生
れ
た
と
き
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
息
子
も
、
首
然
、
彼
か
ら
、
呪
わ
れ
た
分
子
を

受
け
継
ド
で
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
、
悪
人
た
る
べ
く
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
の
機
械
的
な
側
面

と
一
致
す
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
は
、
多
く
の
優
れ
た
黙
を
持
っ
て
い
た
が
、
科
翠
が
や
っ
と
生
れ
に
ば
か
り
の
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
に
特
有
な

機
械
性
を
脱
け
、
喝
さ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
感
性
あ
る
物
質
」
「
生
け
る
分
子
」
「
死
せ
る
分
子
」
の
無
限
の
結
合
を
、
こ
の
世
界
の
基
礎
と
み
に
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
基
礎
を
首
時
の
物
理
墜
に
求
め
た
。
宇
宙
の
一
切
の
現
象
は
、
無
限
に
多
く
の
分
子
の
物
理
的
、
乃
至
は
化
型
的
運
動
の
連
鎖
の

結
果
で
あ
り
、
そ
の
運
動
を
つ
ら
ぬ
く
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
人
聞
の
行
局
や
性
格
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
人
間
の
性
れ
や
資
質
を
決
定
す
る
も
の

は
、
も
っ
て
生
れ
た
肉
樫
を
構
成
す
る
、
分
子
や
フ
ィ
l

ブ
ル
の
質
で
あ
司G
o
i

－
－
－
こ
う
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
は
、
決
定
論
に
い
き
つ
く
。
そ
し
て
、

そ
の
決
定
論
が
、
ラ
モ
l

の
人
生
観
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
ラ
モ
l

の
一
、
息
子
に
道
徳
教
育
を
ほ
ど
こ
さ
な

い
と
い
う
主
張
も
、
や
は
り
、
人
間
の
持
っ
て
生
れ
た
個
性
を
中
心
と
し
て
考
え
る
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
と
闘
係
が
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
人
間
の
形
成
に
決

オ
μ
f
l
z

定
的
な
力
を
持
つ
要
素
は
、
教
育
（
或
い
は
環
境
）
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
肉
岨
胞
の
機
構
な
の
か
？
と
い
う
問
題
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
あ
と
一
人
の
唯
物
論
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者
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ュ
ウ
ス
と
封
立
し
た
。
「
人
聞
の
相
還
を
つ
く
り
、
に
す
も
の
は
、
内
盟
組
織
で
は
む
く
て
教
育
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
「
逆
説
」
だ
と
い
っ
て

(2
>

エ
ル
ヴ
ェ
シ
ュ
ウ
ス
を
攻
撃
し
た
。
勿
論
、
デ
ィ
ド
ロ
と
い
え
ど
も
、
教
育
を
軽
現
し
た
の
で
は
な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
が
、
娘
の
教
育
を
重
闘
し
、
そ
れ
に
細
心

の
注
意
を
掛
っ
て
い
た
の
は
、
有
名
な
話
で
ゐ
り
、
教
育
慎
系
に
つ
い
て
も
、
二
杢
一
一
日
を
持
っ
て
い
た
こ

L
」
は
、
？
、
二
？
の
女
帝
、
カ
テ
リi
斗J
二
世
に
封
し

て
、
大
島
十
数
育
に
つ
い
て
進
言
し
て
い
る
の
を
み
て
も
パ
刀
る
。
た
だ
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
教
育
は
、
人
間
が
、
自
然
か
ら
受
げ
つ
い
だ
お
れ
こ
れ
の
性
質
を
助
長

し
た
り
、
和
ら
げ
た
り
で
き
る
だ
け
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
で

(3
>

と
い
う
べ
き
だ
。
」
）
人
聞
の
個
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、

（
一
致
育
は
す
べ
て
を
つ
く
る
と
エ
ル
ヴ
ニ
、
、
J

ヱ
ウ
ス
は
い
う
、
教
育
は
多
く
の
こ
と
を
な
す
、

一
つ
の
決
定
論
に
お
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た
し
悪
人
は
、
あ
く
ま
で
も
悪
人
で
あ
り
、い
く
ら
あ
が
い



て
も
悪
人
以
外
の
も
の
に
は
な
れ
な
い
。
ラ
モ
！
は
悪
人
で
あ
る
、
人
間
は
自
己
に
忠
買
で
あ
る
べ
き
だ
、
故
に
、
ラ
モ
i

は
白
け
ヘ
リ
の
惑
い
性
問
に
忠
買
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
一
つ
モ
！
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
論
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
教
育
は
多
く
の
こ
L

／
｝
を
な
す
の
だ
か
ら
、
元
来
、
意
人
で
ゐ
る
人
間
（
例
え

ば
ラ
？
ー
の
息
子
）
を
詩
人
に
か
え
る
よ
う
な
教
育
を
ほ
ど
こ
す
と
す
れ
ば
、
彼
を
善
人
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
上
に
、
彼
を
、
凡
店
の
思
人
（
こ
れ
こ
そ

最
も
、
ダ
キ
す
べ
き
も
の
ピ
！
）
に
し
て
し
ま
う
。
ラ
モ
ー
に
と
っ
て
よ
い
教
育
と
は
、
「
危
険
な
く
、
不
都
合
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
柏
類
の
字
架
を
得
さ
せ
る

教
育
に
外
な
ら
な
い
よ
そ
し
て
、
こ
の
「
危
険
な
く
、
不
都
合
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
研
類
の
幸
一
耐
を
」
味
う
こ
と
こ
そ
、
ラ
モl
の
考
え
る
幸
一
帽
の
共
膿
的
内
容

な
の
だ
。
だ
か
ら
、
も
し
、
「
美
徳
が
財
産
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
な
ら
、
」
ラ
モl
は
、
「
美
徳
を
守
司
令
か
、
そ
れ
と
も
、
美
徳
を
装
う
一
こ
と
に
す
る

の
で
あ
る
。
元
来
、
ラ
モ
i

に
と
っ
て
美
徳
と
は
、
道
徳
家
の
哲
事
者
が
、
「
悪
徳
と
呼
ん
で
い
る
一
と
こ
ろ
の
ち
の
な
の
だ
。
（
「
私
が
不
徳
と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
、
あ
な
た
方
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
故
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
考
え
を
あ
な
た
方
に
説
明
す
る
と
な
る
と
、
私
が
美
徳
と
呼
ん

で
い
る
も
の
を
武
方
が
悪
徳
と
お
呼
び
に
な
り
、
私
が
悪
徳
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
美
徳
と
お
呼
び
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
生
じ
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
」
）

従
っ
て
、
白
ず
と
、
ラ
モ
ー
に
と
っ
て
は
、
善
悪
は
相
封
的
な
も
の
と
な
ら
、
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
で
も
、
デ
ィ
ド
ロ
は
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ュ

ウ
ス
に
反
封
し
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ュ
ウ
ス
の
「
精
神
論
に
つ
い
て
の
考
察
」
の
中
で
、
「
普
遍
的
利
害
が
才
能
の
評
．
慣
や
、
徳
の
本
質
の

内4
）

尺
度
だ
」
と
か
、
「
紹
封
的
な
不
正
も
、
正
義
も
な
い
一
と
い
う
の
は
逆
説
だ
と
い
っ
て
非
難
し
て
い
る
。
然
し
、
こ
こ
で
は
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
そ
の
モ
ラ
リ

ス
ム
の
立
場
か
ら
、
功
利
主
義
的
な
道
徳
観
に
反
封
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
度
、
そ
の
哲
皐
を
つ
き
つ
め
る
段
に
な
る
と
、
別
な
風
に
考
え
、
ざ
る
を
え
な

ハ
リ

Y
J
 

く
な
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
或
る
手
紙
の
中
で
書
い
て
い
る
。
「
親
し
き
友
よ
、
こ
の
手
紙
で
は
、
で
、
喝
さ
る
こ
と
な
ら
、
哲
盟
十
者
口
調
で
し
ゃ
べ
る
た
め

に
、
説
教
口
調
は
や
め
る
つ
も
り
で
す
。
よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
、
自
由
と
い
う
言
葉
は
、
窓
味
の
な
い
言
葉
で
、
自
由
な
存
在
な
ど
は

オ
ル
f
－
一
ザ
シ
才
一
J

な
い
し
、
叉
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
私
達
人
間
は
、
一
般
的
秩
序
に
、
内
館
組
織
に
、
教
育
に
、
叉
、
一
連
の
諸
事
件
の
鎖
に
従
う
存
在
に
す
ぎ
ぬ

こ
と
が
お
分
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。
私
達
を
だ
ま
す
の
は
、
生
れ
た
と
き
か
ら
私
達
が
か
た
ち
－
つ
く
っ
て
き
た
、
任
意
の
意
志
と
、
自
由
と
を
混
同
す
る
習
慣

・
：
：
然
し
、
も
し
、
自
由
と
い
う
も
の
が
な
い
と
す
る
な
ら
、
賞
讃
、
或
は
、
非
難
に

に
結
び
つ
け
ら
れ
た
、
私
達
の
行
震
の
驚
く
べ
き
多
様
性
な
の
で
す
。

慣
す
る
行
局
も
な
い
わ
け
で
す
l
l
l

つ
ま
り
、
悪
徳
も
、
美
徳
も
な
い
、
つ
ぐ
な
い
を
し
た
り
、
罰
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う



ハ5
）

そ
れ
は
、
有
盆
な
人
間
で
あ
る
か
、
有
害
な
人
間
で
あ
る
か
で
す
。
」

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
人
聞
を
匝
別
す
る
も
の
は
一
睡
何
で
し
ょ
う
か
？

「
説
教
口
調
」
を
や
め
た
デ
ィ
ド
ロ
が
こ
の
手
紙
を
書
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
、
モ
ラ
リ
ス
ム
か
ら
一
歩
退
い
て
、
自

分
の
哲
皐
を
極
端
に
ま
で
お
し
す
す
め
て
、
そ
の
結
果
を
詰
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の
唯
物
論
か
ら
、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ュ
ウ
ス
の
そ
れ
に
似
た

道
徳
論
が
生
れ
、
ラ
モ
！
の
考
え
方
と
の
一
面
で
の
類
似
性
が
生
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ラ
モ
！
の
甥
」
の
中
で
、
先
に
あ
げ
た
ラ
モ
！
の
教
育
論
を
め
ぐ
っ
て
衣
の
よ
う
な
封
話
が
、
行
わ
れ
る
。

｜
私
｜
僕
は
君
の
意
見
に
少
し
も
反
封
じ
な
い
よ
。
し
か
し
、
お
互
の
意
見
を
一
一
→
一
口
う
こ
と
は
差
し
ひ
か
え
よ
う
。

ー
彼
l

何
故
で
す
。

ー
私
｜
僕
達
は
表
面
上
だ
け
し
か
一
致
し
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
僕
は
思
う
ん
だ
。
．

「
私
」
は
、
ラ
モ
l
の
意
見
に
少
し
も
反
封
し
な
い
、
つ
ま
り
、
同
意
見
な
の
だ
、
そ
れ
な
の
に
、
二
人
の
聞
の
意
見
の
一
致
は
、
「
表
面
上
の
一
致
」
に
す

ぎ
な
い
。
何
故
だ
ろ
う
か
？
そ
の
理
由
は
簡
阜
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
モ
ー
が
、
唯
物
論
者
で
、
背
徳
主
義
者
で
あ
る
の
に
、
「
私
」
は
、
唯
物
論
者
で
、

道
徳
家
だ
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
「
私
」
も
、
人
間
の
一
切
を
支
配
す
る
「
運
命
」
の
存
在
を
認
め
る
。
然
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
「
運
命
」
を
超
克
す
る
必
要

を
説
く
。
自
由
に
封
す
る
要
請
が
、
ラ
モ
！
と
「
私
」
と
の
一
致
を
表
面
上
の
一
致
に
と
ど
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
白
白
に
封
す
る
要
請
と
、
個
性
に
封

す
る
愛
着
が
、
デ
ィ
ド
ロ
を
引
き
さ
い
て
い
る
姿
が
み
ら
れ
る
。
惑
し
き
運
命
の
超
克
を
考
え
る
時
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
決
定
論
の
踊
結
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か

に
み
え
る
善
悪
の
相
封
性
を
承
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
や
は
り
、
善
悪
の
形
而
上
的
紹
封
性
を
信
じ
た
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
結

局
、
モ
ラ
リ
ス
ム
と
唯
物
論
か
ら
な
る
思
想
の
二
一
万
性
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
二
つ
の
部
分
に
横
わ
る
矛
盾
か
ら
脱
出

し
よ
う
と
し
て
、
思
想
的
責
験
を
行
う
こ
と
を
少
し
も
さ
ま
に
げ
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ド
ロ
に
於
て
は
、
そ
の
二
つ
の
傾
向
、
か
、
相
互
に
、
或
い
は
、
同
時
に
作

用
す
る
。
自
己
の
二
一
万
的
な
思
想
に
封
す
る
懐
疑
と
確
信
が
、
封
話
す
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
ラ
モ

l

の
甥
一
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
に
於
げ
る
雨
極

｜
｜
モ
ラ
リ
ス
ム
と
、
唯
物
論
の
機
械
的
、
決
定
論
的
側
面ll

の
婦
結
と
し
て
生
れ
た
、
自
由
と
個
性
と
に
封
す
る
要
請
の
撞
着
を
そ
の
奥
底
に
秘
め
た
封

話
と
し
て
書
か
れ
た
。
「
私
」
は
、
自
己
の
思
想
の
二
元
性
に
確
信
を
持
っ
た
哲
皐
者
、
道
徳
家
で
あ
る
。
一
方
ラ
モ
l
は
、
道
徳
の
致
用
を
信
じ
な
い
、
放
浪
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者
で
あ
る
。
ラ
モ
！
の
存
在
は
、
い
わ
ば
、
雨
刃
の
剣
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
ラ
モ

l

は
、
道
徳
の
無
力
を
詮
明
し
よ
う
と
す
る
。
第
二
に
、
決

定
論
を
背
徳
主
義
の
論
操
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
定
論
の
持
つ
可
能
性
を
示
す
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
そ
の
よ
う
な
ラ
モ
l
の
在
在
を
通
し
て
、
自

己
の
モ
ラ
リ
ス
ム
と
唯
物
論
の
整
方
を
ひ
そ
か
に
、
検
討
し
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
モ
l

は
、
印
ち
、
自
己
の
思
想
に
懐
疑
の
日
を
向
け
る
デ
ィ
ド
ロ

の
分
身
と
し
て
の
役
割
を
摺
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
デ
ィ
ド
ロ
は
叉
、
ラ
モ
！
の
言
葉
の
中
に
、
一
位
曾
と
人
聞
に
封
す
る
、
深
い
警
抜
な
観
察
や
、
批
判
的

考
察
、
一
耳
目
柴
観
を
注
ぎ
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
、
ラ
モ
！
の
シ
ニ
ズ
ム
に
と
か
し
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
そ
う
、
辛
棟
な
も
の
に
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
結
果
、
皮
凡
な
こ
と
に
、
ラ
ザ
一

7
1

は
強
烈
な
個
性
と
自
由
の
整
方
を
一
身
に
そ
な
え
に
人
間
と
し
て
立
場
す
るc
自
分

の
個
性
に
の
み
忠
買
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
世
曾
の
因
襲
や
、
風
俗
、
道
徳
か
ら
自
由
に
な
り
え
た
存
在
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
モ
l
は
、
個
性

に
封
す
る
愛
着
と
、
自
由
へ
の
憧
僚
を
、
悪
徳
を
媒
介
と
し
て
統
一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
的
貫
験
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
は
内
的
封
話
は
、
一
種
の
知
的
遊
戯
と
し
て
、
自
由
奔
放
な
形
を
と
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
は
、
も
は
や
、
請
者
に
説
教
さ
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
な

く
、
文
皐
的
創
造
に
役
立
つ
一
つ
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
ラ
モ
！
の
甥
」
の
封
話
は
、
も
っ
と
も
自
由
気
ま
ま
に
か
か
れ
た
、
し
か
し
、
も
っ
と
も
内
密
な
思
想
的
意
味
を
も
っ
た
、
そ
し
て
、
優
れ
て

文
撃
的
な
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
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(E
) 

。
へ1
凶
作
・
ド
・
7
7
E
1ユ

一
七
六
九
年
に
、
「
家
長
」
が
上
演
さ
れ
て
、
大
慶
な
好
評
を
博
し
た
。
バ
シ
ョ

l

モ
ン
と
い
う
人
の
表
現
に
よ
る
と
、
一
見
物
の
数
と
同
じ
に
け
の
ハ

<
1
>

ン
カ
チ
を
数
え
た
。
」
デ
ィ
ド
ロ
は
、
然
し
、
そ
の
成
功
の
喜
び
の
中
で
、
ソ
フ
ィ
・
ヴ
ォ
ラ
ン
に
衣
の
よ
う
に
来
日
き
迭
っ
て
い
る
。

「
彼
等
は
、
こ
の
成
功
が
、
私
に
と
っ
て
、
演
劇
の
仕
事
を
再
び
始
め
る
た
め
の
ほ
げ
み
に
な
る
告
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
に
は
、
全

然
そ
う
思
え
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、
熱
中
す
る
頭
は
、
今
で
は
も
う
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
：
：
：
ど
人
な
口
貰J包
も
う
け
よ
う
と
、
嫌
気
の

さ
す
員
の
理
由
は
、
才
能
に
み
す
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
：
：
：
他
人
の
作
品
を
諌
む
方
が
嬉
し
い
と
い
う
衣
第
で
す
か
ら
、
：
：
：
と
い
う
の
も
、

、
、
、
、
、
、
（

2

〉

作
品
を
つ
く
る
時
は
過
ぎ
去
っ
た
の
で
す
。
」

そ
の
く
せ
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
そ
の
同
じ
手
紙
の
中
で
、
衣
の
よ
う
な
報
告
を
じ
て
い
る
。

7

イ
ヲ
ロ
I

タ

「
私
は
前
に
、
ダ
ラ
ン
ベi
ル
と
私
と
の
封
話
を
書
い
た
と
、
あ
な
た
に
、
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

c

そ
れ
を
護
人
な
お
し
て
い
る
と
、
第
二
の

封
話
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
気
ま
ぐ
れ
が
お
こ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
も
で
、
え
呈
出
し
た
。
封
話
を
す
る
の
は
、
夢
を
み
て
い
る
、
ダ
ラ
ン
ベ
l
ル
と
、

-Il3 

ダ
ラ
ン
ベ
l

ル
の
女
友
達
の
エ
ス
ピ
ナ
ッ
ス
嬢
で
す
。
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』
と
い
う
題
名
で
す
。
こ
れ
以
上
、
深
刻
で
気
遣
い
じ
み
、
一
い
も
の
は
あ
り
え

な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
後
か
ら
、
私
の
穣
人
の
髪
の
毛
を
逆
立
た
せ
ま
じ
き
五
、
六
ペ
ー
ジ
を
つ
け
加
え
ま
し
た
。
彼
女
は
、
決
じ
て
、
そ
れ
を
読
む

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
c

あ
な
た
は
、
さ
ぞ
か
し
驚
く
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
宗
教
的
な
言
葉
は
一
言
も
な
く
、
し
か
も
、
不
良
面
目
な
言
葉
も
、
た
だ
の

<3
>

一
一
一
一
口
た
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
：
：
；
」

ウ
ー
の
ル

前
に
引
用
し
た
部
分
の
、
「
作
品
」
と
い
う
言
葉
は
、
戯
曲
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
に
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
一
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
の
封
話
」
や
「
グ
ラ
ン

ベ
l

ル
の
夢
」
は
、
「
作
品
」
の
中
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
ジ
ャ
ン
・
ト
！
マ
は
、
こ
の
手
紙
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
が
、
自
分
の
作
品
を
二
つ
に
分
け
て

(4
>

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
を
下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
、
百
科
全
書
や
、
科
皐
、
技
術
な
ど
の
論
文
、
戯
曲
の
よ
う
に
、
被
が
、
時
間
と
努



力
に
慣
す
る
と
考
え
た
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
公
衆
の
た
め
に
書
か
れ
、
自
分
の
柴
容
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
民
衆
の
教
育
を
め
ざ
し
で
か
か

れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
或
は
、
百
科
全
書
の
仕
事
の
徐
暇
や
、
戯
曲
を
書
く
元
気
の
な
い
と
き
、
く
つ
ろ
い
だ
と
き
に
、
「
見
事
な
逆
説
」
が
心
に
浮
ぷ
ま
ま

に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
円
分
一
人
の
古
び
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
の
み
苦
か
れ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
わ
ず
か
な
友
人
、

知
己
に
見
せ
た
外
は
、
金
庫
の
奥
深
く
し
ま
い
こ
ま
れ
た
。
「
家
長
ー
一
は
前
苫
で
あ
り
、
「
ダ
ラ
ン
ベ
l
ル
の
夢
十
は
後
者
に
屈
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ド

ロ
の
手
紙
が
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
公
衆
砕
授
の
た
め
の
芝
店
を
書
く
気
力
は
な
い
が
、
臼
分
一
人
の
た
め
に
書
く
封
話
な
ら
夢
中
に
な
っ
て
書
け

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

兎
も
角
、
こ
の
手
紙
を
一
清
叫
ん
で
分
る
こ
と
は
、
「
ダ
ラ
ン
ベ

l

ル
の
夢
」
や
、
「
ダ
ラ
ン
ベ
i

ル
と
の
封
話
」
を
嬉
々
と
し
て
、
夢
中
に
な
っ
て
書
い
て
い
た

と
い
う
こ
と
と
、
「
戯
曲
」
を
書
く
こ
と
に
封
し
て
倦
怠
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
事
買
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戯
作
の
才
能
が
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
然
し
、
デ
ィ
ド
ロ
の
創
作
意
欲
は
、
衰
え
た
の
で
は
な
く
、
反
封
に
、
盛
に
な
っ
て
い
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
こ
の
時
期
に
、
ダ
ラ
ン
ベ
l
ル
三
部
作

を
書
き
あ
げ
、
七
0
年
代
に
は
、
「
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
」
「
俳
優
に
つ
い
て
の
逆
説
」
「
ブ
l

ル
ボ
ン
ヌ
の
二
人
の
友
」
の
よ
う
な
傑
作
を
、
次
々
に
書
き
、

「
ラ
モl
の
甥
」
を
完
成
し
た
。
彼
は
、
こ
の
時
期
に
、
「
自
分
一
人
の
た
め
に
」
多
く
の
優
れ
た
作
品
を
書
き
綴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
作
品
の
大
部
分
が
、
到
話
で
か
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
つ
そ
の
封
話
が
、
「
ダ
ラ
ン
ベl
ル
と
の
封
話
」
を
書
い
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
ひ
そ
や
か
な
吉

び
を
以
て
書
か
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
が
、
封
話
を
、
円
分
の
創
作
に
、
最
も
遁
じ
た
形
式
だ
と
向
質
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
ゐ

る
。
「
ラ
モ
！
の
甥
一
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
封
話
形
式
の
デ
ィ
ド
ロ
に
封
じ
てL
っ
て
い
た
志
味
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
一
証
〕
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>
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そ
れ
ま
で
、
小
設
と
い
う
も
の
を
、
多
か
れ
少
か
れ
軽
蔑
し
て
い
た
デ
ィ
ド
ロ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
を
読
む
に
及
ん
で
、
小
説
の
意
義
を
彼
な
り
に
理
解

し
た
。
彼
は
、
ま
ず
、
小
説
を
、
マ
キ
シ
ム
よ
り
優
越
し
う
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

「
モ
ン
テ
l

ニ
ュ
、
シ
ヤ
ロ
ン
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ

l

及
び
ニ
コ
ル
が
マ
ク
シ
ム
で
表
現
し
て
い
る
す
べ
て
の
こ
と
を
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
、
行
局

で
表
現
し
て
い
る
。
才
気
あ
る
人
が
、
注
意
深
く
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
を
読
め
ば
、
モ
ラ
リ
ス
ト
の
文
章
の
大
部
分
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
も
、

モ
ラ
リ
ス
ト
の
文
章
の
す
べ
て
を
も
っ
て
し
で
も
、
リ
チ
ゎl
ド
ソ
ン
の
一
ペ
ー
ジ
た
り
と
い
え
ど
も
つ
く
る
こ
と
は
で
、
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

は
、
行
動
の
一
般
的
、
抽
象
的
規
準
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
い
へ
の
適
用
は
、
我
々
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
マ
ク
シ
ム
は
、
護
者
の
心
に
、
何
ら
の
感
動
的

[
1
>

な
イ
マ
i

ジ
ュ
を
も
や
き
つ
け
な
い
。
」

マ
ケ
〆
シ
ム
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彼
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
か
ら
、
小
説
が
、
豊
か
な
思
想
的
内
符
を
、
感
動
的
に
表
現
し
う
る
ジ
ャ
ン
ル
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
小
説
は
、
現
貰

世
界
を
再
現
し
、
そ
こ
に
活
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
行
局
を
通
し
て
、
マ
ク
シ
ム
の
教
え
う
る
ほ
ど
の
こ
と
は
、
読
者
に
教
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
よ
り

優
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
が
、
共
瞳
的
な
人
間
の
行
動
や
、
一
言
葉
を
通
じ
て
｜
｜
「
感
動
的
な
イ
マ

l

ジ
ュ
を
説
者
の
心
に
や
き
つ
け
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
が
ロ
マ
ン
を
知
る
や
否
や
、
人
聞
が
興
味
の
封
象
と
な
っ
た
。
抽
象
的
な
言
葉
よ
り
も
、
人
間
の
行
局
と
心
象
の
複
雑
さ
が
、
デ

イ
ド
ロ
の
心
を
と
ら
え
た
。
そ
し
て
、
人
間
と
は
、
空
想
的
な
買
在
性
の
な
い
人
間
で
は
な
く
て
、
我
々
の
周
囲
に
そ
の
存
在
を
感
知
で
き
る
人
間
だ
っ
た
。

デ
ィ
ド
ロ
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
小
説
が
、
そ
の
よ
う
な
人
聞
を
創
造
し
う
る
こ
と
を
知
っ
た
。
「
我
々
の
生
活
す
る
世
界
が
、
舞
査
な
の
だ
。

そ
の
ド
ラ
マ
の
内
容
は
異
質
で
あ
る
。
立
場
人
物
に
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
レ
ア
リ
テ
が
あ
る
。
彼
の
諸
々
の
性
格
は
、
現
貫
吐
舎
の
さ
江
か
か
ら
と
っ
て
き

(2
>

た
も
の
だ
。
彼
の
諸
々
の
事
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
明
吐
舎
の
風
習
の
中
で
お
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
」



叉
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
こ
の
よ
う
な
レ
ア
リ
ス
ト
的
丈
島
十
期
と
共
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
も
知
っ
た
。
「
お
お
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
！

(3
>

お
う
、
も
っ
と
も
毘
買
な
一
陣
史
も
屯
侭
に
み
ち
て
い
る
、
そ
し
て
、
君
の
小
説
は
買
買
に
あ
ふ
れ
で
い
る
と
。
」

こ
の
一
時
史i
E

え
♀
5

ー
！
な
る
え
架
は
、
む
し
ろ
、
貫
話
と
い
う
立
時
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
は
績
げ
て
い
う
。
「
歴
史
は
、
何
人
か
の
個
人

(4
) 

を
え
が
く
、
と
こ
ろ
、
が
、
乃
は
人
類
を
え
が
く
。
一
事
費
は
せ
い
ぜ
い
あ
る
特
定
の
人
初
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
小
花
i
l

！
っ
f

ケ
シ
ョ
ン
は
、
「
人
類
を
え

が
く
一
こ
、
こ
が
で
き
る
、
印
ち
、
人
間
の
典
型
を
え
が
く
、
だ
か
ら
、
小
説
は
、
買
活
よ
＼
，

J

ひ
口
県
買
で
あ
る
！

こ
の
よ
よ
ノ
な
記
設
が
、
一
ア

f

ド
コ
の
丈
一
中
山
泊
午
出
向
九
（
J
M
1
h一ル
己
ご
ヘ
り
つ
に

J

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
－
つ
に
ン
て
、
づ
J

ツ
ン
三
ン
を
買
貰
ら

し
く
み
寸
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
そ
れ
は
、
細
川
の
描
勾
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
細
部
は
、
軽
悦
で
気
の
ち
る
人
に
は
有
仇
快
で
あ

り
、
不
愉
快
な
符
で
あ
る
。
：
：
：
そ
れ
ら
は
月
並
だ
、
毎
日
見
て
い
る
こ
と
、
た
、

L
f｝
諸
討
は
い
う
。
諸
君
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
毎
日
の
よ
う
に

活
卦
の
限
の
前
を
慎
切
る
が
、
諸
立
が
決
し
て
み
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
こ
と
r
o
－
－
：
：
大
詩
人
、
大
道
家
の
一
高
式
市
は
活
刀
の
限
に
と
ま
ら
な
か
っ
た
、
一
瞬
に

イ
リ
コ
・
！
？
ヲ
ン

し
て
消
え
さ
る
事
怖
を
諸
日
に
ぷ
す
の
だ
。
：
：
：
（
謂
有
心
）
幻
自
は
こ
う
し
た
知
県
蚊
の
比
一
一
引
に
よ
っ
て
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
号
え
だ
す
こ
と
は
相
岱

む
つ
か
し
い
こ
と
だ
が
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
一
回
む
つ
か
し
い
。
身
振
り
ほ
し
ば
し
ば
一
一
一
一
口
民
同
慌
に
川
主
品
で
あ
り
、
か
つ
魂
を
大
事
件
に
封
す
る
強
烈
な

<5
>

印
象
に
准
備
す
る
の
ほ
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
細
部
の
買
買
さ
で
あ
る
。
一
然
し
、
円
然
主
義
と
は
違
う
つ
つ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
買
貰
ら
し
く
み
せ
る
こ
と
は
、

私
は
敢
て
二
一
一
日

ρ
り

読
者
に
、
「
強
烈
な
印
象
一
を
あ
た
え
る
た
め
に
、
郎
ち
、
作
品
の
ポ
エ
ジ
ー
を
百
数
に
す
る
た
冶
に
必
要
な
こ
と
で
あ
つ
に
こ
作
品
は
、
ポ
エ
ジ
ー
を
持
た
ね

ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、
ポ
エ
ジ
ー
は
、
詩
肢
と
眠
時
を
と
も
な
う
。
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
を
良
質
に
か
え
て
、
読
者
を
し
て
、
「
き
っ
と
、
こ
れ
は
、
本
常
の
こ
と

ハ6
〉

だ
ぞ
。
こ
ん
な
こ
と
は
考
え
だ
せ
る
も
の
で
は
な
い

J

と
い
わ
せ
る
た
め
に
こ
そ
、
こ
の
デ
テ
イ
ル
が
必
要
な
の
だ
。
こ
の
作
品
に
レ
ア
リ
テ
を
要
求
す
る

レ
ア
リ
ス
ト
的
傾
向
と
、
誇
張
と
堆
時
間
を
持
つ
ポ
エ
ジ
ー
を
賞
揚
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向

i

｜
そ
れ
を
結
合
し
た
も
の
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
で
あ

>:
3

J
戸
み
ト

彼
は
、
こ
の
よ
う
な
文
型
的
要
求
を
み
た
す
た
め
に
、
り
チ
A
i

ド
ソ
ン
の
明
ら
か
な
お
響
の
下
に
、
小
説
一
修
道
女
」
を
書
い
た
。

長
山
し
、
也
方
、
忘
れ
て
な
ら
ね
こ
と
辻
、
一
ア
ィ
ド
ロ
法
、
哲
望
者
と
し
て
、
自
己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
マ
ク
シ
ム
風
の
挽
い
支
現
で
表
明
す
る
押
え
泣
い
欲



求
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
」
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
自
慢
の
一
つ
は
、
「
夢
み
て
い
る
人
の
口
に
、
巧
み
に
私
の
思
想
を
い
わ

(7
>

せ
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
修
道
女
一
の
よ
う
な
小
説
の
中
に
も
、
「
哲
皐
随
想
」
や
、
「
哲
皐
随
想
補
遺
一
の
作
者
が
、
粛
を
だ
し
た
が
る
。
然
し
、
小
説
と
い
う
形
式
は
、
必
然
的

に
、
そ
の
可
能
性
を
制
約
す
る
。
「
修
道
女
一
で
は
、
成
程
、
そ
の
二
重
の
要
求
は
、
或
る
程
度
、
満
足
さ
せ
ら
れ
て
は
い
る
。
「
修
道
女
」
の
二
つ
の
テ

l

マ

｜
｜
修
道
院
と
い
う
正
常
な
枇
命
日
生
活
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
、
異
常
な
扶
況
の
も
と
に
お
か
れ
た
女
性
の
、
心
開
的
世
界
の
描
寓
と
、
禁
欲
主
義
や
狂
信
、

さ
ま
ざ
ま
な
偏
見
に
封
す
る
批
判
l
l

は
巧
み
に
虜
理
さ
れ
て
は
い
る
。
然
し
、
そ
の
後
者
の
テ
l

マ
が
、
最
も
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
目
。

の
は
、
主
人
公
の
濁
臼
と
、
主
要
人
物
と
の
い
く
つ
か
の
封
活
な
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
の
濁
臼
と
封
話
の
中
で
、
ひ
そ
か
に
頚
を
‘
た
す
。
そ
の
人
物
の
行

局
や
、
一
一
一
一
日
葉
に
よ
っ
て
生
き
た
人
聞
を
え
が
き
だ
す
と
い
う
要
求
と
、
作
者
の
イ
デ
オ
口
、
ギ
l
的
要
求
を
も
っ
と
築
に
満
た
せ
る
近
道
は
な
い
か
？
デ

f

ド

ロ
が
、
「
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
嘘
讃
一
の
中
で
、
彼
が
て
が
け
て
き
た
戯
曲
と
で
は
な
く
、
マ
ク
シ
ム
と
、
モ
ン
テl
ニ
ュ
の
作
品
と
比
べ
て
い
る
こ
と
は
、
注

目
に
あ
た
い
す
る
。
少
く
と
も
、
二
人
以
上
の
人
間
を
、
そ
の
交
渉
の
中
に
於
て
え
が
き
だ
す
小
説
と
、
自
す
の
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
一
百
い
た
い
こ
と

を
、
お
も
む
ろ
に
、
自
由
に
書
き
綴
る
エ
ッ
セ
イ
と
の
中
間
の
形
式
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
、
白
一
分
の
え
が
き
だ
す
人
物
の
口
を
し
て
、
「
巧
み

に
、
自
分
の
思
想
を
語
ら
せ
る
」
こ
と
の
で
き
る
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
勿
論
、
そ
の
言
葉
が
、
人
間
の
性
情
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ド
d

は
、
大
好
き
な
プ
ラ
ト
ン
を
思
い
浮
べ
な
か
っ
た
ろ
う
か
？

-.11"/ 

「
懐
疑
論
者
の
散
歩
一
の
形
式
を
再
び
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
思
い
つ

、
．F
』
周
L‘
、

s’
、
，
ノ

p

，
、
，
、
．

F

’
刀
山
山
泊
予
刀
て
恥

Jい
F
J
nノ
’
カ
？
・

封
話
と
い
う
形
式
は
自
由
で
あ
る
。
構
成
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、
随
意
に
書
き
た
し
た
り
、
削
っ
た
り
で
き
る
。
封
話
者
の
動
作
や
言
葉
を

通
じ
て
、
人
間
の
文
皐
的
形
象
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。
哲
皐
的
な
討
論
だ
っ
て
、
封
話
者
の
口
に
の
せ
る
こ
と
に
何
の
不
都
合
が
あ
ろ
う
。
「
ダ

ラ
ン
ベ
！
ル
の
夢
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
封
話
の
可
能
性
を
生
か
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
気
遣
い
じ
み
た
」
．
要
素
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
ポ
エ

ジ
ー
が
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
を
、
「
夢
み
る
人
の
口
に
巧
み
に
語
ら
せ
て
」
い
る
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
求
を
満
し
て
い
る
。
叉
、
作
品
の
レ
ア

リ
テ
を
維
持
す
る
た
め
の
心
遣
い
に
つ
い
て
は
、
衣
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
も
し
、
私
が
高
貴
な
調
子
を
だ
す
た
め
に
、
内
容
の
豊
か
さ
を
犠
牲
に
し
よ



う
と
思
っ
た
ら
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
ヒ
ポ
ク
一
つ
テ
ス
や
、
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
が
登
場
人
物
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う

c

し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
本
嘗
ら
し
さ

(8
>

を
保
つ
た
め
に
、
私
は
古
代
哲
皐
の
狭
い
枠
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
は
多
す
ぎ
ま
す
。
」

「
ダ
ラ
ン
ベ
！
ル
の
夢
」
と
い
う
封
話
は
、
、
だ
か
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
の
文
皐
的
．
要
求
を
満
し
て
い
る
。
「
ラ
モ
！
の
甥
」
も
そ
の
よ
う
な
封
話
で
は
な
い
だ
ろ

、
A

W
つ
J

・
幻
？

デ
ィ
ド
ロ
が
、
自
分
に
過
し
た
文
皐
形
式
、
つ
ま
り
、
小
説
と
エ
ッ
セ
イ
の
中
間
の
形
式
と
し
て
、
さ
ぐ
り
あ
て
た
の
が
、
こ
の
封
話
形
式
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
封
話
形
式
の
文
事
作
品
の
最
初
の
2
0

の
で
あ
り
ノ
、
且
つ
、
最
大
の
傑
作
が
、
こ
の
一
！
一
っ
そ
ー
の
甥
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
一
ブ
モ

l

の
甥
」

が
、
彼
の
哲
皐
思
組
と
ど
ん
な
闘
係
に
あ
る
か
は
、
す
で
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
皐
的
観
貼
か
ら
み
れ
ば
、
「
ダ
ラ
ン
ベl
ル
の
夢
L
よ
り
明
ら
か

に
文
型
的
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
こ
の
作
品
に
は
、
ポ
エ
ジ
ー
に
は
不
足
は
な
い
。
「
ダ
ラ
ン
ベ
！
ル
の
夢
」
よ
り
も
、
更
に
、
気
遣
い
じ
み
た
、
雄
薄
と
誇
張
が
あ
り
、
強

烈
な
性
格
が
え
が
き
に
さ
れ
て
い
る
。
ラ
モ
l

は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
教
育
や
、
一
世
合
慣
習
や
、
鵡
儀
作
法
が
導
入
し
た
、
か
の
軍
調
さ
を
破
り
、
」
「
各
人
に
そ

の
生
来
の
個
性
を
ち
っ
と
ば
か
り
恢
復
し
て
く
れ
る
一
粒
の
パ
ン
の
酵
母
」
で
あ
る
。
ラ
モ
l

は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
文
皐
的
形
象
で
あ
る
。

叉
、
一
方
、
デ
テ
イ
ル
は
曾
重
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
す
ぐ
れ
た
約
査
批
評
の
文
章
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
の
は
、
ラ
モ
！
の
容
貌
の
描
寓
で
あ
る

c

一
私
は
、
大
き
く
て
敏
の
よ
っ
た
額
、
燃
え
る
よ
う
な
服
、
と
が
っ
た
鼻
、
庇
い
頬
、
黒
く
て
濃
い
眉
毛
、
よ
く
裂
け
た
口
、
線
の
太
い
唇
、
角
ば
っ

ず
J

プ
J

、
行
い
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
宏
荘
な
願
が
長
い
目
指
で
お
お
わ
れ
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
ブ
ロ
ン
ズ
な
り
大
理
石
な
り
に
う
っ
て
つ
け
、
た
ろ
う
っ
て
こ
と

は
、
貴
方
も
よ
く
御
在
知
で
す
よ
。
」

然
し
、
何
と
い
っ
て
も
、
き
わ
だ
っ
て
い
る
の
は
彼
の
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
出
見
の
仕
万
で
あ
る
つ
こ
の
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
拍
お
は
、
ラ
モ

i

が
、
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
の
演
奏
を
一
手
に
ひ
き
＝
つ
け
て
奮
闘
す
る
場
面
に
於
て
、
殊
に
生
彩
を
放
っ
て
い
吋
一
分
つ
し
か
も
、
パ
、

J

＼
マ
イ
ム
こ
そ
は
、
一
ブ
モ
！
の
言
葉
と
共
に
、
ラ

モ
！
の
人
間
像
を
え
が
き
だ
す
上
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
り
を
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
テ
イ
ル
の
拙
寓
で
す
ぐ
れ
て
い
る
「
ラ
モ
！
の
甥
」
は
、
デ

イ
ド
ロ
の
レ
ア
リ
ス
ト
的
要
求
に
従
つ
で
か
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



以
上
の
こ
と
か
ら
、
小
説
と
エ
ッ
セ
イ
の
中
間
と
し
て
の
封
話
文
皐
と
い
う
規
定
は
、
「
ラ
モ
l
の
甥
し
の
場
合
完
査
に
成
立
す
る
と
思
わ
れ
る

c

デ
ィ
ド
ロ
は
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
恐
ら
く
も
っ
と
も
ひ
そ
や
か
な
喜
び
を
以
て
、
ま
さ
に
自
分
自
身
の
た
め
に
、
こ
の
作
品
を
か
い
た
の
で
あ
る
。
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一
ラ
モ
l
の
甥
」
「
運
命
論
青
山
ン
ヤ
ッ
ケ
」
一
こ
れ
は
コ
ン
ト
で
は
あ
り
、
ま
せ
ん
」
「
輿
論
の
無
定
見
に
つ
い
て
」
等
々
の
作
品
を
み
て
も
、
デ
ィ
ド
ロ
は
好

き
な
、
だ
け
議
論
し
な
が
ら
、
自
分
の
文
皐
的
要
求
を
満
足
さ
せ
て
い
る
。
議
論
は
物
語
の
糸
口
と
な
り
、
物
語
は
叉
考
察
を

w
つ
な
が
す
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
内
的

封
話
に
自
由
な
活
動
の
場
を
あ
た
え
な
が
ら
、
人
間
を
え
が
き
、
そ
の
人
聞
の
物
一
請
を
詰
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
自
然
の
哲
皐
的
解
稗
が
劃
話
の

テ
l

マ
に
な
っ
て
い
る
「
ゲ
ラ
ン
ベ
i

ル
の
夢
」
や
「
グ
ラ
ン
ベ
l

ル
と
の
封
話
」
と
は
異
な
る
純
粋
な
、
文
皐
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
ラ
モ
l

の
甥
」



。
特
徴
ほ
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
同
じ
封
話
の
傑
作
で
あ
る
寸
運
命
論
者
ジ
ヤ
ッ
ク
一
と
比
べ
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
ジ
ヤ
フ
ク
に
比
べ
て
、
ラ

モ
ー
が
、
枇
宵
的
存
在
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
提
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
叉
、
そ
こ
か
ら
、
作
者
と
の
か
か
わ
、
り
合
い
の
特
徴
が
生
れ
る
。
「
運
命
論
者

ジ
ャ

Y
ケ
一
で
は
、
ジ
山
ソ
ケ
之
ひ
、
そ
の
主
人
も
、
多
ヘ
ワ
に
’
M
活
的
な
布
在
で
あ
る
。
佼
3
1
、
一
叫
ん
門
的
な
き
ず
な
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
、
践
し
、
規
定
し
、

話
す
、
奇
妙
に
愉
快
な
主
従
で
あ
る
。
作
者
は
、
読
者
の
恨
の
前
で
、
二
人
を
操
っ
て
み
せ
る
。
時
に
は
拶
の
住
の
よ
う
に
、
設
百
に
解
品
し
た
り
、
話
し
か

け
た
り
す
る
コ
「
ラ
モ
l

の
甥
一
で
は
、
封
話
の
場
所
は
一
定
し
て
動
か
な
い
。
封
話
は
事
件
に
よ
っ
て
、
何
の
介
入
も
受
け
な
い
。
白
由
に
、
あ
れ
こ
れ
の

テ
！
マ
に
枠
内
っ
て
い
く
が
、
そf

’U

憾
で
は
、
別
に
一
山
止
の
物
訴
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
と
い
コ
他
方
、
つ
述
命
諭
苫
ジ
ヤ
グ
ク
一
で
は
、
封
話
者
が
、
一
つ

の
物
語
の
、
流
れ
の
中
に
い
る
。
ジ
ヤ
ッ
ケ
の
殻
物
語
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
の
干
渉
を
う
け
、
脱
線
し
、
第
三
者
の
物
詰
る
一
一
一
一
日
菜
、
も
ー
父
る
、
封
活
ば
二
人
の
前

に
生
起
す
る
事
件
と
、
気
ま
ま
な
意
識
の
流
れ
に
従
っ
て
進
行
す
る
。
要
す
る
に
、
「
運
命
論
苫
ジ
ヤ
ッ
ケ
ー
一
で
は
、
作
者
は
、
一
つ
の
被
維
な
構
造
を
持
っ

た
物
語
の
お
活
し
を
す
る
の
で
あ
る
。
「
ラ
モ
l

の
甥
一
で
は
、
ラ
モ
l

は
、
一
世
合
的
現
賓
の
た
だ
巾
に
い
る
人
間
と
し
て
一
川
さ
れ
る
。
ラ
モ
！
と
一
粧
台
と
の

現
買
的
な
閥
係
が
話
題
に
な
る
。
作
者
は
、
し
か
弘
、
作
品
の
中
に
立
場
し
て
、
ラ
モ
！
と
面
と
向
い
合
う
。
作
者
は
、
一
慮
、
彼
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
の
報
告

者
に
す
ぎ
な
い
。
封
活
の
構
造
か
ら
い
え
ば
、
「
運
命
論
者
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
一
方
が
複
雑
で
近
代
的
だ
が
、
作
者
と
登
場
人
物
の
閥
係
か
ら
い
J
ιば
、
「
ラ
モ
！
の

甥
一
の
方
が
、
は
る
か
に
、
複
雑
で
、
深
い
陰
拶
を
持
っ
て
い
る
し
／
ア
い
え
よ
う
。
封
語
文
型
と
し
て
は
、
構
造
の
粕
か
ら
み
て
も
、
テ
i

マ
D
貼
か
ら
み
て

も
、
「
運
命
論
者
一
ば
、
「
ラ
モl

一
の
護
民
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
叉
、
「
こ
れ
は
コ
ン
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
一
「
輿
論
の
無
定
見
に
つ
い
て
一
と
比
べ
る
な

ら
ば
、
「
ラ
モ
l

レ
は
、
封
話
の
相
手
の
人
物
が
文
型
的
創
造
の
封
印
ぶ
と
な
っ
て
い
る
黙
で
相
違
が
ゐ
る
ひ
こ
の
二
つ
の
短
篇
の
封
活
者
は
、
一
つ
の
ヱ
ピ
ソ

ー
ド
を
巧
み
に
語
る
人
間
と
し
て
の
意
味
し
か
な
い
。
叉
、
「
ラ
モ
！
の
甥
」
と
「
運
命
論
者
ジ
ヤ
フ
ク
一
は
、
そ
の
構
造
の
一
中
に
、
い
く
つ
か
の
短
篇
や
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
ん
で
い
る
貼
で
特
徴
が
あ
る
。

「
修
道
女
」
で
デ
ィ
ド
ロ
が
駆
使
し
た
技
巧
が
、
「
ラ
モl
の
甥
一
を
か
く
上
で
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
が
、
特
に
重
要
な
こ
と
は
、

彼
の
戯
曲
や
、
そ
れ
か
ら
、
「
修
道
女
」
に
於
で
さ
え
み
ら
れ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
が
、
「
ラ
モ
！
の
甥
ー
一
で
は
妾
を
治
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
反

封
に
、
冷
静
で
、
皮
肉
な
態
度
で
、
枇
命
日
や
道
徳
や
慣
習
に
封
す
る
哨
笑
者
の
主
人
公
と
封
峠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
修
道
女
」
で
は
、
涙
の
訴
え
を
、

no 



抗
議
を
す
る
女
主
人
公
と
、
作
者
は
、
合
韓
し
、
共
に
涙
を
流
す
。
「
ラ
モ
！
の
甥
」
に
は
、
そ
の
主
人
公
ラ
モ
！
と
、
そ
の
背
景
を
な
す
枇
曾
に
封
す
る
作

者
の
否
定
的
態
授
と
共
に
、
内
己
に
封
ず
る
懐
疑
が
あ
る
。
従
っ
て
、
セ
ン
チ
J

ン
な
リ
ス
ム
は
介
入
す
る
能
地
が
な
い
。
そ
の
主
人
公
は
い
わ
ば
、
悪
の
象

徴
で
あ
り
、
叉
、
象
徴
で
ゐ
る
が
故
に
、
最
’
ら
個
性
的
な
人
間
で
あ
り
、
個
性
的
で
あ
る
が
此
に
美
し
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
一
一
州
会
山
の
説
欺
、
が
ゐ

る
c

だ
か
ら
、
作
者
の
一
寸
モ
！
に
封
す
る
態
吃
は
、
い
わ
ば
、
一
美
皐
的
な
一
読
歎
の
情
を
合
人
だ
否
定
で
あ
る
コ
作
詩
は
、
主
人
公Lr
L
Zす
る
前
に
、
分

裂
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
分
裂
し
た
円
分
の
心
を
眺
め
、
考
察
す
る
。
そ
れ
故
、
「
ラ
モl
の
甥
一
の
封
話
は
、
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
一
面
で
は
、

枇
曾
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
作
者
と
の
封
話
で
あ
り
、
他
の
面
で
は
、
作
訴
の
汁
裂
し
た
意
識
の
封
話
｜
｜
印
ち
、
作
者
の
内
的
封
古
川
の
反
映
と
し
て
の
封

話
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
「
ラ
モ
l

の
甥
」
の
特
徴
が
あ
る
。

(V
) 

-l;Jl -

「
ラ
モ
！
の
甥
」
の
濁
創
性
は
、
第
一
に
、
作
品
の
も
つ
ポ
エ
ジ
ー
と
、
そ
の
レ
ア
リ
テ
と
の
統
了
乞
、
封
話
に
於
て
貫
現
し
た
作
品
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
り
、
叉
、
第
二
に
、
小
説
と
エ
フ
セ
イ
の
中
間
の
文
思
形
式
の
封
話
だ
と
い
う
貼
に
あ
る
。

文
皐
作
品
は
、
ポ
エ
ジ
ー
と
惟
時
と
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
「
昨
静
や
詩
は
、
誇
張
し
、
出
伯
を
し
、
敷
街
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
疑
惑

(1
>

を
植
つ
け
る
。
－
そ
こ
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
ポ
エ
ジ
ー
に
本
常
ら
し
さ
を
あ
た
え
る
た
め
に
、
印
ら
、
「
読
者
を
欺
く
た
め
に
」
デ
テ
イ
ル
を
え
が
く
こ
と
を
提

案
し
た

c

そ
し
て
、
「
ラ
モ
l

の
甥
一
に
於
て
も
、
そ
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ラ
モ
！
の
甥
一
の
ポ
エ

ジ
ー
の
持
つ
意
味
と
、
そ
の
ポ
エ
ジ
ー
に
木
曽
ら
し
さ
を
あ
た
え
る
た
め
に
、
デ
ィ
ド
ロ
が
ひ
そ
か
に
使
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ

wつ
J 。デ

f

ド
ロ
は
、
買
古
の
一
つ
モ
！
の
諸
性
俗
を
、
誇
張
し
、
損
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
個
の
統
一
性
の
あ
る
、
強
烈
な
性
格
を
も
っ
た
、
典
型
に
仕
上
げ

ア
』
C

中
i



作
品
の
ラ
モ
i

は
、
貫
在
の
人
聞
を
誇
張
し
、
文
皐
的
加
工
を
加
え
て
、
創
造
さ
れ
た
形
象
で
あ
る

c

そ
の
よ
う
な
誇
張
を
正
首
化
す
る
も
の
は
封
話
江
の

で
あ
る
。
「
ラ
モ
！
の
甥
」
で
は
、
封
話
と
い
う
形
式
が
作
品
に
客
観
的
性
格
を
あ
た
え
て
い
る
。
一
見
、
こ
の
作
品
が
封
話
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殊
に
、

作
者
自
身
が
、
作
品
の
中
に
、
「
私
」
と
な
っ
て
立
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
客
観
性
が
失
わ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
然
し
、
二
人
の
人
物
は
、
互

い
に
反
論
し
、
め
い
め
い
の
引
く
つ
を
並
べ
た
て
は
す
る
が
、
ラ
モ
i

の
シ
ニ
ズ
ム
は
私
を
堅
倒
し
て
し
ま
う
。
「
私
」
は
、
時
に
は
、
混
凱
し
た
り
、
讃
歎

じ
た
り
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
モ
l
は
、
「
私
し
か
ら
、
濁
立
し
た
白
出
な
人
間
と
し
て
説
者
の
前
に
提
ボ
さ
れ
る
。
彼
は
、
作
者
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

ブ
一
フ
ン
の
中
で
、
そ
O
行
動
を
指
定
さ
れ
、
制
球
ら
れ
る
人
間
こ
し
て
で
は
な
く
、
作
者
の
前
で
、
白
山
に
動
作
じ
、
じ
ゃ
べ
る
人
問
、
乙
じ
て
ボ
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
デ
j

ド
ロ
の
ラ
モ
！
と
の
曾
見
記
の
よ
う
な
外
見
を
と
る
。
従
っ
て
、
弓
ノ
モ
！
の
言
葉
を
信
用
す
る
か
し
な
い
か
、
本
認
す
る
か
し
な
い
か
は
、
す
べ
て

諸
活
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

c

読
者
は
、
一
ワ
モ
！
の
言
葉
か
ち
受
け
た
め
い
め
い
の
印
象
に
従
っ
て
、
ラ
モ
！
の
人
間
像
を
次
第
衣
第
に
つ
く
っ
て
い
く
。
「
私
」

の
一
一
一
一
口
市
は
そ
の
補
助
子
段
に
す
ぎ
な
い
。
叉
、
そ
こ
で
議
論
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
考
え
方
に
し
て
も
、
そ
の
選
揮
は
讃
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
て
、
作
者
は
何
等

の
思
想
も
読
者
に
強
制
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
一
般
に
、
主
削
倒
的
な
性
格
を
作
品
に
あ
た
え
が
ち
な
封
話
形
式
は
、
「
ラ
モ
！
の
甥
し
で
は
逆
に
客
観
的

な
性
格
を
あ
た
え
て
い
る
c

償
っ
て
、
封
話
形
式
は
、
デ
テ
イ
ル
と
共
に
、
作
品
に
本
首
ら
し
さ
と
、
客
観
性
を
あ
た
え
て
、
「
誇
張
と
雄
辞
し
を
補
っ
て
い

-122-

る
の
で
あ
る
c

デ
ィ
ド
ロ
は
、
ソ
フ
ィ
・
ヴ
ォ
ラ
ン
に
あ
て
て
書
い
て
い
る
。
「
も
し
人
類
が
惰
弱
に
な
っ
て
、
大
き
な
思
を
な
し
え
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
大
き
な
善
も

(2
) 

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

l
強
烈
な
情
念
と
伶
大
江
個
性
を
愛
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
観
が
そ
こ
に
あ
る

c

叉
、
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
で
、

（
一
3

）

デ
ィ
ド
ロ
は
い
っ
て
い
る
c

「
私
は
大
き
な
思
を
に
く
ま
な
い
、
ま
ず
第
一
に
、
人
は
そ
れ
か
ら
美
し
い
約
道
、
美
し
い
悲
劇
を
つ
く
り
、
亡
す
か
ら
、
に
：
：
：

O
L

、
、

デ
ィ
ド
ロ
は
、
そ
れ
か
ら
、
封
話
文
阜
の
傑
作
を
つ
く
り
に
し
た
。
ラ
モl
は
、
「
員
却
を
あ
ら
わ
に
し
、
善
人
を
し
ら
し
め
、
思
黛
の
般
面
を
は
ぐ
」
の
で

>>

O

品
L
V
7
1

現
買
と
人
聞
の
員
賞
、
さ
ま
ざ
ま
な
因
習
的
な
偏
見
が
、
侭
一
昔
、
か
認
識
す
る
こ
と
を
桓
否
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
異
質
を
、
人
類
の
前
に
、
そ
の
ヴ
ニ

l

ル
を

は
い
で
明
示
す
る
こ
と
が
文
阜
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
叉
、
人
間
の
人
間
に
封
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
、
文
庫
ナ
の
任
務
の
一
つ
で
あ
る
と
す
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