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｜
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フ
イ
フ
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と
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ナ
｜
｜
｜
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藤

茂

樹

序

ハ
1
）

グ
リ
ル
ツ
ァ

l
は
『
サ
ッ
フ
寸

l
』
（
一
八
一
七
）
の
執
筆
に
当
っ
て
、
「
長
い
間
準
備
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
素
材
」
を
避
け
、
「
で
き
る

ポ
エ
・
ン

l

限
り
単
純
な
素
材
を
選
び
、
単
な
る
詩
の
力
に
よ
っ
て
効
果
を
も
た
ら
す
力
の
あ
る
こ
と
を
自
分
と
世
間
に
示
そ
う
と
決
意
し
た
」
と
述

（

3
）
 

べ
て
い
る
。
前
作
『
祖
先
の
女
』
へ
の
批
評
が
「
盗
賊
や
亡
霊
や
場
当
り
」
に
集
中
し
た
の
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
彼
が
長
く
温
め
て
き
た

ポ
エ
ク

i

素
材
を
捨
て
て
ま
で
「
単
純
な
素
材
」
と
「
単
な
る
詩
の
力
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
漠
然
と
し
た
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古
来
か
ら
の
劇
文
学
の
範
例
で
は
な
く
、

上
記
の
一
一
一
一
口
葉
を
す
ぐ
念
頭
に
浮
ば
せ
る
に
至
る
、

よ
り
具
体
的
な
ウ
ィ
ー
ン
の
演
劇
状
況
が
予
想

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア

1
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
。

こ
の
よ
う
に
周
辺
を
問
う
こ
と
で
、
初
期
作
品
の
合
む
基
本
的
問
題
点
を
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
試
み
で
あ
る
。

以
下
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
初
期
作
品
に
関
係
の
深
い
ヨ

i
ゼ
フ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
寸

l
ゲ
ル
と
ア
ド
ル
フ
・
ミ
ュ
ル
ナ

l
の
二
人
を
取

り
上
げ
て
、

ωグ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
が
登
場
す
る
直
前
の
一
八
一

0
年
代
の
ブ
ル
グ
劇
場
の
演
目
、

ω彼
の
作
品
の
成
立
へ
の
直
接
の
関
与



と
そ
の
結
果
、

ω作
品
を
受
け
入
れ
る
側
の
批
評
基
準
と
そ
の
限
界
、

の
三
点
に
治
っ
て
先
の
問
題
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

一、
ヨ

l
ゼ
フ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル

）
 

’’aa （
 

一
七
七
六
年
以
降
の
ブ
ル
ク
劇
場
の
歴
史
は
、
即
興
的
民
衆
劇
、

オ
パ
ラ
や
バ
レ
！
と
の
競
合
の
中
か
ら
言
語
芸
術
と
し
て
の
国
民
演
劇

を
確
立
す
る
歩
み
で
あ
る
。
そ
の
土
台
は
一
八
一

O
年
を
境
に
一
応
整
い
、
残
さ
れ
た
課
題
は
自
国
の
す
ぐ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
演
目

に
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
八
一
八
年
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
作
『
サ
ッ
フ
ォ

l
』
の
上
演
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
両

者
を
実
際
に
仲
介
し
た
の
が
、

一
八
一
四
年
か
ら
こ
の
劇
場
の
指
導
を
引
き
継
い
だ
ヨ

l
ゼ
フ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
で
あ
っ
た
口
彼
の

劇
場
の
た
め
の
業
績
と
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア

l
の
出
発
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
次
の
二
点
で
重
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
演
目
の
整
理
、
淘
汰
を

通
し
て
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

i
の
作
品
の
ス
タ
イ
ル
に
間
接
的
に
作
用
し
た
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
同
時
代

ヴ
4ハU

の
才
能
の
発
掘
、
育
成
と
い
う
活
動
の
中
で
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
！
の
作
品
の
成
立
に
直
接
関
与
し
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
彼
の
引
き
継
ぐ
以
前
の
演
目
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
宮
廷
劇
場
は
、

み
じ
め
に
な
る

（

4
）
 

コ
ッ
ツ
ェ
ブ

l
物
を
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
」
と
マ
リ

日
－
日
と
悪
く
な
り
、

一
方
で
す
。
も
っ
ぱ
ら
イ
プ
ラ
ン
ト
物
を
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、

ア
ン
ネ
・
フ
ォ
ン
・
オ
イ
ベ
ン
ベ
ル
グ
が
ゲ

i
テ
に
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
二
人
に
フ
ラ
ン
ス
喜
劇
、
ボ
ー
ド
ピ
ル
等
を
加
え
た
も
の

が
主
な
演
目
を
成
し
て
い
た
。
彼
女
の
嘆
き
は
別
と
し
て
、
イ
プ
ラ
ン
ト
と
コ
ッ
ツ
ェ
ブ
！
の
作
品
は
、
当
時
の
取
る
に
足
ら
な
い
外
国
物

ハ
6

）

の
横
行
を
、
政
策
的
処
置
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
実
作
に
よ
っ
て
駆
逐
し
、
ド
イ
ツ
語
演
劇
へ
の
道
を
聞
い
た
点
で
評
価
で
き
る
面
を
持
つ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
の
試
み
も
、
そ
れ
ら
を
一
方
的
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
厳
粛
な
作
品
を
加
え
る
こ

と
で
淘
汰
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
現
の
第
一
歩
が
シ
ラ
！
の
『
マ
リ
ア
・
シ
ュ
ト
ゥ
ア
ル
ト
』
（
ブ
ル
ク
劇
場
上
演
一
八



一四）

で
あ
る
。
相
次
ぐ
対
仏
戦
争
な
ど
隣
国
と
の
緊
張
関
係
上
、
支
配
者
の
処
刑
や
投
獄
を
舞
台
に
載
せ
る
こ
と
は
宮
廷
の
支
配
を
ゆ
る

が
す
懸
念
に
つ
な
が
り
、
長
く
検
閲
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
検
閲
事
情
を
省
み
れ
ば
、
こ
れ
は
画
期
的
な
前
進
で
あ
り
、

同
時
に
マ
イ
マ

i
ル
古
典
期
の
作
品
が
ブ
ル
ク
劇
場
に
登
場
す
る
皮
切
り
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
翌
年
『
イ
フ
ィ
ゲ

l
ニ
エ
』
が
上
演
さ

れ
て
主
要
演
目
の
ひ
と
つ
に
な
り
、
さ
ら
に
『
タ
ッ
ソ

l
』
（
同
一
八
二
ハ
）
が
続
く
。
こ
れ
に
カ
ル
デ
ロ
ン
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
加
え
、

ブ
ル
ク
劇
場
の
演
目
に
一
定
の
規
準
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
口
そ
れ
は
、
文
学
的
価
値
を
持
っ
た
秀
作
、
言
葉
の
よ
り
広
い
意
味
で
の

（

7
）
 

「
古
典
作
品
」
と
呼
ん
で
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
登
場
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
当
た
る
。
今
見
た
よ
う
な
事
情
が
彼
の
出
発
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
に
つ
い

て
は
、
『
祖
先
の
女
』
（
一
八
二
ハ
作
）

の
上
演
経
過
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

」
の
作
品
は
、

幼
い
時
に
盗
賊
に
さ
ら
わ
れ
た
ボ
ロ

l
テ
ィ

-108-

ン
家
の
息
子
が
成
長
し
て
そ
の
首
領
に
な
り
、
追
わ
れ
る
ま
ま
に
知
ら
ず
に
自
分
の
家
に
舞
い
も
ど
っ
て
、
実
の
妹
に
恋
し
、
追
跡
隊
と
の

闘
い
の
中
で
実
の
父
を
も
殺
害
す
る
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。
そ
し
て
一
連
の
出
来
事
を
貫
く
の
が
、
不
貞
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
祖
先
の
女

の
罪
の
報
い
と
し
て
一
家
を
寝
う
運
命
で
あ
り
、
彼
女
は
そ
の
家
系
が
絶
え
る
ま
で
亡
霊
と
な
っ
て
初
但
う
の
で
あ
る
。
亡
霊
の
登
場
、
後

の
破
局
を
暗
示
す
る
懐
剣
、
盗
賊
等
の
道
具
建
て
の
た
め
に
「
運
命
悲
劇
」
の
名
を
と
っ
た
こ
の
作
品
の
初
演
は
テ
ア

i
タ
1
・
ア
ン
・
デ

ア
・
ヴ
ィ

l
ン
で
あ
り
、
ブ
ル
ク
劇
場
で
の
上
演
は
一
八
二
四
年
ま
で
、

つ
ま
り
、

『
サ
ッ
フ
ォ
l
』
や
『
メ
デ
ア
』
に
よ
っ
て
グ
リ
ル
パ

ル
ツ
ア
ー
が
プ
ル
ク
劇
場
に
確
固
と
し
た
足
場
を
得
る
ま
で
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
無
名
作
家
の
処
女
作
の
土
演
や
検
閲
事
情
と

い
う
一
般
的
理
由
以
上
に
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
と
作
品
の
ス
タ
イ
ル
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、

同
時
代
者
パ
ウ
エ
ル
ン
フ
ェ
ル
ト
は

当
時
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

「
こ
の
『
運
命
悲
劇
』
あ
る
い
は
『
幽
霊
悲
劇
』
の

プ
ル
ク
劇
場
で
の
上
演
は
、
当
初
障
害
に
突
き
当
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
は
そ
の
上
演
を
ホ
イ
ル
タ
ー
や



ゾ
フ
ィ

l
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
客
演
で
テ
ア

l
タ
i
・
ア
ン
・
デ
ア
・
ヴ
ィ

l
ン
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
八
二
四
年
に
こ
の
作
品
は
ブ

ル
ク
劇
場
で
も
演
目
に
加
え
ら
れ
た
が
、
『
サ
ッ
フ
ォ

l
』
に
よ
っ
て
初
め
て
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア

i
は
宮
廷
劇
場
に
ほ
ん
と
う
に
ふ
さ
わ
し

（

8
）
 

い
作
家
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
『
祖
先
の
女
』
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
初
め
て
ポ
エ
ジ
ー
が
生
ま
れ
た
と
称
讃
す
る
パ
ウ
エ
ル
ン
フ
ェ

ル
ト
を
し
で
も
な
お
そ
の
よ
う
な
区
別
を
為
さ
し
め
る
の
は
、

一
方
が
流
行
の
ロ
マ
ン
派
の
運
命
悲
劇
の
ス
タ
イ
ル
を
、
も
う
一
方
が
ワ
イ

マ
i
ル
古
典
作
品
に
列
な
る
ス
タ
イ
ル
を
思
わ
せ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
作
品
と
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
を
即
座
に
結

び
付
け
、
区
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
う
し
て
見
る
と
、

『
祖
先
の
女
』

へ
の
批
評
に
対
す
る
反
発
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ
！
ゲ
ル
以
前
の
演
目
を
見
る
限
り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ポ
エ
ジ
ー

「
単
純
な
素
材
」
や
「
単
な
る
詩
の
力
」
が
直

接
に
は
ど
こ
に
関
連
す
る
か
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ブ
ル
ク
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
さ
ら
に
後
に
『
サ
ッ
ブ
ォ

l
』
を
ゲ

l
テ
の
牛

を
借
り
て
耕
し
た
と
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
イ
フ
ィ
ゲ

l
ニ
エ
』
や
『
タ
ッ
ソ

l
』
の
そ
れ
な
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

彼
が
自
分
の
意
図
を
達
成
し
た
と
き
に
は
、
「
世
間
」
が
彼
の
力
量
を
認
め
て
く
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い

-109-

た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
観
客
は
法
律
に
通
じ
た
裁
判
官
で
は
な
い
が
、
健
全
な
悟
性
と
感
受
性
の
と
ら
わ
れ
の
な
さ
で
、
格
訴
せ
ず
に
た

だ
有
罪
、
無
罪
を
言
い
渡
す
陪
審
員
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
判
決
に
は
服
す
と
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
彼
が
観
客
、
す
な
わ
ち
「
世

間
」
の
予
想
さ
れ
る
反
応
に
そ
れ
ほ
ど
自
信
を
持
っ
て
い
た
背
景
に
は
、
自
分
と
「
世
間
」
の
好
尚
が
同
じ
土
壌
で
成
長
し
た
と
い
う
考
え

が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
土
壌
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
文
学
等
の
個
人
的
読
書
で
は
な
く
、

シ
ュ
ラ
イ
フ
寸

l
ゲ
ル
に
よ
っ
て
整
え
ら

れ
た
、
同
時
代
の
ブ
ル
ク
劇
場
の
一
連
の
活
動
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

i
ゲ
ル
は
、
ブ
ル
グ
劇
場
の
演
目
を
整
理
、
淘
汰
し
、

ワ
イ
マ

l
ル
古
典
期
の
作
品
へ
の
道
を
開
き
、
世
界
文
学
の
古
典

的
作
品
の
上
演
と
い
う
方
向
に
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
観
客
の
期
待
と
来
た
る
べ
き
国
民
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
の
形



成
に
も
一
定
の
方
向
を
与
え
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
出
発
の
ス
タ
イ
ル
に
間
接
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
役
割

は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

カ
ル
デ
ロ
ン
の
翻
訳
を
め
ぐ
る
事
件
を
通
し
て
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
！
と
交
渉
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
作
品

の
成
立
に
直
接
関
与
し
、
そ
れ
へ
の
反
動
と
も
言
え
る
動
機
か
ら
彼
を
ブ
ル
グ
劇
場
の
ス
タ
イ
ル
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一一、
シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル

(2) 

自
国
の
す
ぐ
れ
た
オ
リ
ジ
オ
ル
作
品
を
演
目
に
加
え
な
け
れ
ば
、
ブ
ル
ク
劇
場
は
国
民
劇
場
と
し
て
充
分
に
責
務
を
果
し
て
い
る
と
は
言

え
な
い
。
そ
の
た
め
に
シ
ュ
ラ
イ
フ
寸

1
ゲ
ル
は
ツ
ェ
ド
リ
ッ
ツ
や
パ
ウ
エ
ル
ン
フ
ェ
ル
ト
を
は
じ
め
「
才
能
の
乏
し
い
詩
人
や
俳
優
す
ら

鼓
舞
し
、
育
成
し
、
真
の
ム
ザ
ゲ

i
ト
と
し
て
世
に
出
す
こ
と
に
熱
心
に
努
め
た
が
、
そ
の
彼
に
報
い
た
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
、
活
動
の

に
出
会
う
と
い
う
幸
運
だ
っ
た
。
」

初
期
に
ひ
と
り
の
大
き
な
独
創
的
才
能
（
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
）

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
は
実
際
の
上

nu 

演
に
た
ず
さ
わ
っ
て
経
験
を
積
ん
だ
者
で
あ
り
、
作
品
の
理
解
者
で
あ
る
と
同
時
に
、

上
演
の
成
功
、
失
敗
を
通
し
て
観
客
の
反
応
を
身
を

持
っ
て
受
け
と
め
、
時
代
の
趣
味
、
要
請
を
敏
感
に
察
知
し
て
は
、
そ
れ
を
再
び
上
演
に
反
映
さ
せ
る
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
彼
に
と
っ

て
、
戯
曲
は
完
成
し
た
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
も
、

か
な
ら
ず
し
も
上
演
の
台
本
で
は
な
い
。
上
演
さ
れ
る
た
め
に
は
、

上
演
に
ふ
さ
わ
し
い

変
更
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
『
祖
先
の
女
』
（
一
八
一
七
年
一
月
二
二
日
初
演
）

の
上
演
稿
の
成
立
に
特
に
強
く
作
用
し
た
。

シ

「
単
に
長
さ
だ
け
で
な
く
、

の
に
し
た
。
そ
し
て
成
功
は
そ
れ
を
是
認
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

変
更
の
要
旨
は
次
の
四
点
で
あ
る
。

ω四
幕
構
成
を
五
幕
構
成
に
改
め
る
こ
と
、

ω対
話
の
生
気
を
増
す
こ
と
、

ω登
場
人
物
の
特
性
を

ュ
ラ
イ
フ
寸

l
ゲ
ル
は
そ
の
結
果
に
満
足
で
あ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
舞
台
上
の
配
慮
が
あ
の
変
更
を
当
を
得
た
も

相
互
に
際
立
た
せ
、
劇
的
緊
張
を
高
め
る
こ
と
、
川
家
族
の
運
命
へ
の
祖
先
の
女
の
関
係
づ
け
を
さ
ら
に
充
分
に
動
機
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ



て
全
体
の
筋
立
て
が
一
段
と
深
い
意
義
を
持
ち
、
祖
先
の
女
自
身
が
真
の
悲
劇
的
人
物
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
｜
｜
初
稿
と
上
演
稿
の
異

同
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
こ
こ
に
は
な
い
。
し
か
し
、

は
っ
き
り
指
摘
で
き
る
の
は
、
初
稿
の
第
三
幕
が
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
五
幕
形

式
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
第
三
幕
冒
頭
の
ベ
ル
タ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
第
二
幕
幕
切
れ
の
そ
れ
に
置
き
代
え
ら
れ
、
さ
ら
に
ヤ
ロ
ミ

l
ル
と
盗
賊

追
跡
隊
の
隊
長
と
の
や
り
と
り
が
第
二
幕
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
五
幕
形
式
の
採
用
は
、
以
後
の
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
作
品
の
ほ

ぼ
す
べ
て
の
方
向
を
示
す
と
と
も
に
、

レ
ッ
シ
ン
グ
以
来
の
ド
イ
ツ
悲
劇
の
本
流
へ
列
な
る
方
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
幕
の
劇
的
緊

張
を
高
め
る
の
は
、

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
修
正
の
主
眼
で
も
あ
っ
た
。

ヤ
ロ
ミ

l
ル
の
素
姓
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
割
れ
て
い

な
い
。
閣
入
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
城
主
の
娘
の
命
の
恩
人
で
あ
り
、
彼
女
の
婚
約
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

シ
ニL

ラ
イ
フ
寸
！
ゲ
ル
は
そ
の
彼
に
隊
長
に
向
っ
て
盗
賊
擁
護
の
弁
舌
を
ふ
る
わ
せ
、
観
客
に
彼
を
盗
賊
に
結
び
つ
け
る
契
機
を
与
え
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
劇
の
半
ば
で
登
場
人
物
の
構
図
は
観
客
の
目
に
明
確
に
な
り
、
そ
れ
と
裏
腹
な
劇
中
の
行
動
は
緊
張
感
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
劇
は
本
格
的
な
展
開
へ
向
け
て
動
き
出
す
が
、
そ
の
第
二
幕
を
ベ
ル
タ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
打
ち
切
っ
た
処
理
は
、
高
ま
っ
た

緊
張
を
ま
だ
一
点
に
集
中
さ
せ
ず
、
聞
い
た
ま
ま
次
の
幕
へ
持
ち
込
す
こ
と
に
な
り
、
上
演
に
際
し
て
の
効
果
を
熟
知
し
た
シ
ュ
ラ
イ
フ
寸

ー
ゲ
ル
の
演
劇
的
才
能
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
も
増
し
て
作
品
の
性
格
と
作
者
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
そ
の
後
の
作
劇
術
に
影
響
を
与
え
た
の
が
、
祖
先
の
女
と
家

族
の
関
係
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
初
稿
で
は
、
祖
先
の
女
は
一
度
の
不
貞
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
現
在
の
家
系
は
彼
女
の
血
統
で
は
な
い
。
祖

先
の
女
と
家
族
の
運
命
と
は
、
そ
の
点
で
は
直
接
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
彼
女
の
亡
霊
の
出
現
は
そ
れ
だ
け
場
当
り
的
な
も
の
に
な
り
か
ね

な
い
。
そ
こ
で
シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

i
ゲ
ル
は
、
現
在
の
家
系
を
彼
女
の
「
罪
の
子
」
に
仕
立
て
、
両
者
の
運
命
が
血
縁
に
よ
る
「
遺
伝
」
と
し

て
直
接
に
関
係
し
合
う
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
亡
霊
の
存
在
の
た
め
の
す
べ
て
の
前
提
で
あ
る
罪
は
、
彼
（
ヤ
ロ
ミ
l
ル
l
引
用
者
補
）



の
性
格
に
ひ
そ
む
病
毒
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の
運
命
は
、
亡
霊
と
の
最
終
的
な
死
の
合
一
の
形
で
具
体
化
さ

れ
た
と
き
、
任
意
の
も
の
と
し
て
で
な
く
（
こ
こ
に
「
罪
』
と
の
違
い
が
あ
る
）
、
彼
自
身
の
性
格
と
意
志
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
」

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
運
命
」
は
人
間
の
外
の
漢
と
し
た
力
で
は
な
く
て
、
「
遺
伝
」
と
し
て
人
間
の
中
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
舞
台
で
進
行
す
る
ヤ
ロ
ミ

i
ル
の
悲
劇
は
、
遡
っ
て
祖
先
の
女
の
悲
劇
を
も
再
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
作
品
は
、
作
家
個
人
の
内
面
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
を
通
し
て
同
時
代
の
趣
味
判
断
を
も
反

映
す
る
作
品
と
し
て
上
演
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
は
上
演
の
評
判
か
ら
二
様
の
教
訓
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ひ
と
つ
は

表
現
内
容
と
形
式
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
作
品
が
観
客
を
ひ
き
つ
け
た
の
は
作
者
の
内
面
の
そ
の
ま
ま
の
表
出
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

「
観
客
を
舞
い
の
渦
に
巻
き
込
ん
だ
の
は
、
登
場
人
物
の
感
情
で
は
な
く
、
作
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
、
も
と
も
と
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

た
た
め
に
、
自
分
が
運
命
悲
劇
の
作
家
と
い
う
名
を
負
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
な
た
は
そ
の
中
（
初
稿
l
引
用
者
補
）

に
シ
ュ
ラ
イ
フ
寸

n
L
 

ー
の
構
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

i
ゲ
ル
が
初
稿
に
な
い
「
罪
」
と
い
う
言
葉
を
は
っ
き
り
打
出
し

の
注
記
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
、
彼
こ
そ
あ
の
筒
所
、
私
に
運
命
悲
劇
作
家
の
評
判
を
と
ら
せ
た
祖
先
の
女
の
あ
の
筒

所
へ
の
誘
因
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
、
は
る
か
後
年
ラ
ウ
ベ
に
語
る
言
葉
は
、
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
が
い
か
に
長
い

ー
ゲ
ル

（：・・・・）

こ
と
そ
れ
を
気
に
病
ん
で
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
た
か
だ
か
フ
ォ
ア
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
劇
場
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
素
材
を
扱

（加）

い
、
常
に
軽
蔑
し
て
き
た
作
家
た
ち
の
類
と
自
分
を
同
等
祝
す
る
の
を
恥
じ
る
気
持
ち
」
の
彼
は
、
そ
れ
と
決
別
し
て
、
自
分
本
来
の
力
量

を
一
不
す
こ
と
の
で
き
る
素
材
と
形
式
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
作
品
自
体
に
つ
い
て
の
反
省
と
作
品
の
上
演
に
由
来
す
る
経
験
と
が
相
侯
っ

ポ
エ
・

ν！

て
、
彼
を
「
単
純
な
素
材
」
と
「
単
な
る
詩
の
力
」
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
の
ま
ま
の
感
情
の
様
式
化
を
可
能
に

す
る
と
と
も
に
、
ブ
ル
ク
劇
場
の
観
客
が
迎
え
入
れ
、
称
讃
す
る
ワ
イ
マ

l
ル
古
典
期
の
作
品
ス
タ
イ
ル
に
列
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。



一、
ア
ド
ル
フ
・
ミ
ュ
ル
ナ

l

シ
ュ
ラ
イ
フ
ォ

l
ゲ
ル
の
例
で
、
わ
れ
わ
れ
は
演
劇
状
況
を
形
成
す
る
側
に
焦
点
を
当
て
、
作
品
の
成
立
に
関
与
す
る
事
情
を
検
討
し
て

き
た
。
今
度
は
、
逆
に
作
品
を
受
け
と
め
る
側
に
焦
点
を
当
て
て
、
期
待
と
理
解
の
時
代
的
水
準
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
取
り
上
げ
る
の

人
の
一
言
葉
に
よ
れ
ば
、

批
評
で
は
な
く
、

し
、
願
望
し
、
切
望
す
る
」
立
場
か
ら
一
部
修
正
を
迫
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
と
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
関
係
に
は
錯
綜
し
た
も
の
が
あ
る

は
、
ア
ド
ル
フ
・
ミ
ュ
ル
ナ
！
の
『
サ
ッ
フ
ォ

i
』
に
関
す
る
手
紙
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
一
八
年
、
初
演
の
約
二
カ
月
前
に
書
か
れ
、
本

「
あ
な
た
が
私
に
愛
す
べ
く
強
い
た
も
の
を
、
あ
な
た
が
完
全
な
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
希
望

が
、
こ
の
提
言
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
面
か
ら
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
演
劇
に
親
し
み
、
自
ら
も
戯
曲
を
書
く
者
の
言
葉
と
し
て

に
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
問
題
点
を
浮
き
立
た
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

円

ο

受
け
取
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
彼
の
立
場
は
彼
な
り
に
一
貫
し
、
そ
れ
だ
け
に
作
品
を
受
け
入
れ
る
ひ
と
つ
の
立
場
の
制
約
を
示
す
と
と
も

「
サ
ッ
フ
寸
！
』
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
女
流
詩
人
を
素
材
と
し

彼
女
と
彼
女
の
待
女
メ
リ
ッ
夕
、

そ
れ
に
若
者
フ
ァ
オ
ン
の
三
人
の
愛
の

葛
藤
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
「
高
貴
」
な
個
人
を
プ
ロ
タ
ゴ
ニ
ス
ト
に
し
、

ブ
ラ
ン
ク
ヴ
ァ

l
ス
で
表
現
し
た
こ
の
作
品
は
、

ワ
イ
マ

i

ル
古
典
期
の
ス
タ
イ
ル
を
思
わ
せ
、
当
然
そ
の
方
面
と
の
比
較
を
招
く
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
ミ
ュ
ル
ナ
l
の
手
紙
の
主
旨
は
、
川
第
一
幕
で
の
サ
ッ
フ
寸

l
の
帰
国
お
よ
び
そ
の
歓
迎
に
ま
つ
わ
る

（お）

「
退
屈
」
な
場
面
を
使
者
の
報
告
を
も
っ
て
代
え
、
全
体
の
構
成
に
統
一
を
与
え
る
こ
と
、

ωメ
リ
ッ
タ
の
必
の
覚
醒
を
は
じ
め
、
登
場
人

「
気
の
抜
け
た
」

物
の
心
的
過
程
を
明
断
に
処
理
す
る
こ
と
、

の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
動
き
が
作
品
の
構
成
を
決
定
し
て
い
る
た
め
、
第
二
点
を
先
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、

グ
リ



矢
が
心
を
射
、

ル
パ
ル
ツ
ア
！
と
ミ
ュ
ル
ナ
l
の
心
理
へ
の
関
心
の
相
違
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
彼
は
「
さ
て
、
メ
リ
ッ
タ
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
で

（出）

わ
れ
わ
れ
を
恐
樗
で
満
た
す
よ
う
に
仕
立
て
な
さ
い
。
酒
を
注
が
れ
た
床
な
ど
何
ら
必
要
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
る
。
登
場

人
物
の
心
的
葛
藤
に
関
す
る
文
脈
か
ら
、
こ
こ
で
言
う
矢
は
恋
の
矢
を
意
味
し
、

メ
リ
ッ
タ
が
フ
ァ
オ
ン
に
対
す
る
自
分
の
恋
心
を
覚
醒
す

る
の
に
関
連
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
「
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
」
「
酒
を
注
が
れ
た
床
」

と
い
う
一
一
一
一
口
葉
で
、

と
も
に
心
的
過
程
の

扱
い
に
明
断
さ
を
求
め
る
彼
の
意
向
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
さ
て
、
問
題
の
場
面
は
以
下
の
よ
う
に
展
開
す
る
｜
｜

冒
頭
の
サ
ッ
フ
ォ

l
の
帰
国
の
場
面
で
、

メ
リ
ッ
タ
は
大
勢
の
中
に
す
ぐ
フ
ァ
オ
ン
の
姿
を
認
め
、

リ
ラ
と
弓
の
神
に
た
と
え
て
言
う
。

こ
の
時
、
彼
女
の
心
は
フ
ァ
オ
ン
に
、

と
い
う
よ
り
恋
そ
の
も
の
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
サ
ッ
フ
ォ
！
と
二
人
に
な
っ
た

時

メ
リ
ッ
タ
は
彼
に
関
心
を
示
す
そ
ぶ
り
は
見
せ
な
い
。
自
分
の
彼
へ
の
思
い
に
比
べ
て
あ
ま
り
に
冷
淡
な
そ
の
様
子
に
い
ら
だ
っ
た
サ

ッ
フ
ォ

l
が
、
何
か
自
分
を
喜
ば
す
こ
と
を
言
え
な
い
の
か
と
問
い
つ
め
る
と
、
彼
女
は
、

か
ね
て
サ
ッ
フ
ォ

l
に
教
わ
っ
た
と
お
り
、

乙

4斗晶

女
の
た
し
な
み
と
し
て
未
知
の
客
の
前
で
は
眼
を
ふ
せ
て
お
り
、

よ
く
見
な
か
っ
た
の
だ
と
答
え
る
。
先
の
言
葉
を
裏
切
る
こ
の
返
答
は
、

彼
女
の
性
格
の
つ
つ
ま
し
き
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
の
境
遇
に
由
来
す
る
無
意
識
の
バ
イ
ア
ス
が
こ
の
返
答
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
は
人
さ
ら
い
に
遇
い
、
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
身
を
サ
ッ
ブ
ォ
！
に
引
き
取
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
育
て
ら
れ
て
き

た
立
場
に
あ
る
。
そ
の
立
場
上
、
彼
女
は
自
由
に
恋
心
の
芽
生
え
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
彼
女
の
無
意
識
の
中
に
恋
の
覚

醒
に
対
す
る
抵
抗
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
サ
ッ
フ
ォ

l
の
日
頃
語
っ
て
い
た
乙
女
の
た
し
な
み
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
対
象
を
見
な
い
で

済
ま
そ
う
と
す
る
方
向
に
働
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
メ
リ
ッ
タ
の
無
意
識
は
、
葛
藤
の
根
を
絶
っ
て
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
親
子
の
間
柄
に

も
似
た
サ
ッ
フ
ォ
！
と
の
牧
歌
的
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
る
。
し
か
し
、
抑
制
は
さ
れ
て
も
、
気
持
ち
そ
の
も
の
に
生
じ
た
変
化
は
消

え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
本
来
向
う
べ
き
対
象
を
失
っ
た
彼
女
の
心
は
変
形
を
受
け
て
、
境
遇
へ
の
嘆
き
、
郷
愁
の
思
い
と
な
っ
て
現
わ



れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
幕
三
場
の
彼
女
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
そ
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
の
彼
女
の
立
場
で
唯
一
許
さ
れ
、
正
当
化
で

き
る
気
持
ち
の
在
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
女
の
恋
心
は
、

し
ば
ら
く
の
問
は
っ
き
り
し
た
形
で
表
面
化
し
な
い
。
ま
た
、
心
の

あ
り
か
を
つ
か
め
な
い
の
は
、

フ
ァ
オ
ン
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
自
身
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
、
「
彼

は
孤
独
の
瞬
間
に
だ
け
自
分
の
中
に
何
か
を
感
じ
ま
す
が
、
そ
れ
を
彼
は
自
分
の
恋
の
対
象
に
、
恋
そ
の
も
の
に
関
係
づ
け
る
こ
と
は
思
い

及
ば
ず
、
真
の
心
の
統
一
の
た
め
の
感
情
、
意
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
へ
ず
ら
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
」
こ
う
し
た
言
葉
か
ら
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
心
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
は
、
芝
居
が
か
っ
た
展
開
の
引
き
延
し
で
も
、
構
成
上
の
欠
陥
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、

こ
の
種
の
心
的
過
程
の
表
現
に
こ
そ
、
作
品
前
半
の
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
」
と
言
う
と
き
、
ミ
ュ
ル
ナ
ー
は
こ
れ
ま
で
見
た
経
過
を
も
ど
か
し
く
思
い
、
分
析
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
示

（

お

）

（

幻

）

す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
酒
の
注
が
れ
た
床
」
に
ま
つ
わ
る
部
分
も
「
見
せ
び
ら
か
し
」
「
芝
居
が
か
り
」
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

こ
の
一
一
一
口
葉
は
、

サ
ッ
フ
ォ

l
の
帰
国
を
祝
う
宴
で
の
出
来
事
に
由
来
す
る
。
先
に
ふ
れ
た
「
乙
女
の
た
し
な
み
」
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
、

サ
ッ
フ
す

l
は
、
そ
れ
は
子
供
の
お
ま
え
に
で
は
な
く
、
も
っ
と
成
熟
し
た
娘
に
当
て
は
ま
る
の
だ
と
言
い
な
が
ら
、

メ
リ
ッ
タ
が
自
分
の

留
守
中
に
す
っ
か
り
成
熟
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
サ
ッ
フ
ォ

i
に
と
っ
て
新
た
な
認
識
で
あ
り
、

メ
リ
ッ
タ
が
恋
す
る
女
性
た

り
得
る
こ
と
を
認
知
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
宴
席
で
サ
ッ
フ
ォ

l
は
フ
ァ
オ
ン
に
酒
を
注
ぐ
メ
リ
ッ
タ
に
先
の
や
り
と
り
を
思
い

（お）

出
さ
せ
る
「
眼
を
ふ
せ
て
／
」
と
い
う
言
葉
を
あ
び
せ
て
彼
女
を
か
ら
か
い
、
杯
に
注
が
れ
る
は
ず
の
酒
を
床
に
注
が
せ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
フ
ァ
オ
ン
は
こ
の
出
来
事
で
メ
リ
ッ
タ
の
姿
を
目
に
と
め
、
そ
の
容
姿
と
仕
事
の
不
釣
合
い
か
ら
彼
女
を
記
憶
に
と
ど
め
、
そ
れ
が
後

に
二
人
の
心
が
出
会
う
た
め
の
話
の
き
っ
か
け
に
な
る
。
筋
の
展
開
だ
け
に
目
を
と
め
れ
ば
、
こ
う
し
た
布
石
は
芝
居
が
か
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
さ
り
げ
な
く
暗
示
さ
れ
た
サ
ッ
フ
ォ

i
の
心
の
動
き
は
、
先
の
場
合
同
様
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
特
色
を
よ
く
表
わ
し



て
い
る
の
で
あ
る
。
若
い
メ
リ
ッ
タ
の
成
熟
は
、

サ
ッ
フ
ォ

l
に
と
っ
て
窓
の
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
を
意
味
す
る
。
女
性
と
し
て
の
頂
点
を
過

ぎ
た
と
感
じ
、
若
い
フ
ァ
オ
ン
と
の
不
釣
合
い
に
悩
む
彼
女
は
、

ま
ず
メ
リ
ッ
タ
を
単
純
で
無
垢
な
子
供
に
見
た
て
る
こ
と
で
自
分
の
懸
念

を
払
拭
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
端
的
な
例
を
わ
れ
わ
れ
は
第
三
幕
五
場
の
、
サ
ッ
フ
ォ
ー
が
必
要
以
上
に
急
き
込
ん
で
メ
リ
ッ
タ
の
年
齢
を

（

mm）
 

低
く
訂
正
す
る
場
面
に
見
出
す
が
、
そ
う
し
た
彼
女
の
無
意
識
の
働
き
の
始
ま
り
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
第
一
幕
か
ら
第
二
幕
へ
か
け
て
、
主
要
人
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
心
の
中
に
新
し
い
動
き
を
予
感
し
な
が
ら
、
当
面
の
関
係
の
調

和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
当
人
た
ち
に
も
自
覚
で
き
な
い
心
の
中
の
闘
争
で
あ
り
、

メ
リ
ッ
タ
は
境
遇
へ
の
嘆
き
、
郷
愁
と
い
う

形
で

（
第
二
幕
三
場
）
、

フ
ァ
オ
ン
は
真
の
心
の
統
一
が
欠
如
し
た
め
ま
い
の
形
で

（
第
二
幕
一
場
）
、

サ
ッ
フ
ォ

l
は
詩
人
の
仕
事
へ
の
懐

は
そ
の
胸
の
不
思
議
な
感
情
を
い
つ
か
は
闘
い

疑
の
形
で

た
だ
「
彼
（
フ
ァ
オ
ン

l
引
用
者
補
）

に
ま
で
も
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
ま
だ
予
感
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
具
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
中
に
ど
の
よ
う
な
力
が
住

（
第
一
幕
五
場
）
、

こ
の
状
態
に
あ
る
。

い
、
ど
の
よ
う
に
発
現
す
る
か
を
知
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状
態
を
表
現
す
る
こ
と
に
こ
の
部
分
で
の
グ
リ
ル
パ
ル
ツ

ァ
l
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
ミ
ュ
ル
ナ

i
の
立
場
は
「
三
人
の
魂
を
奥
深
く
見
通
さ
せ
て
下
さ
い
。
そ
れ
以
外
は
こ
こ
で
は
す
べ
て
妨
げ
に
な
り
、
効

果
を
損
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
に
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
求
め
る
の
は
、
自
分
の
意
欲
と
倫
理
意
識
と
の
葛
藤
に
悩
む

登
場
入
物
の
存
り
方
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
物
は
自
覚
で
き
な
い
力
に
よ
っ
て
自
分
の
欲
求
や
行
為
が
曇
ら
さ
れ
、
制
御
で
き
な
い
感
情
状

態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、

上
の
二
つ
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
、
そ
れ
ゆ
え
決
断
に
至
っ
て
、
高
貴
な
姿
と
な
る
。
そ
こ
に
重
点
を
置

く
か
ら
こ
そ
、
彼
は
主
要
人
物
三
人
の
位
置
が
定
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
中
を
占
め
る
意
欲
と
倫
理
意
識
の
葛
藤
に
よ
っ
て
出
来
事
が
展
開

す
る
第
三
幕
以
降
を

m
E
E♀
と
讃
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
前
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

彼
の
こ
う
し
た
見
解
は
、

明
ら



か
に
伝
統
的
な
悲
劇
観
を
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
主
要
人
物
た
ち
は
、
目
的
遂
行
や
他
へ
の
気
づ
か
い
の
た
め
の
擬
装
あ
る
い

は
復
讐
の
女
神
の
呪
い
に
あ
や
つ
ら
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
作
品
中
の
理
由
で
充
分
に
合
理
化
で
き
る
場
合
を
除
い
て
は
自
分
の
心
中
に

不
明
な
過
程
を
持
た
な
い
。
意
識
は
あ
く
ま
で
自
分
の
見
通
し
の
き
く
領
域
で
あ
り
、

た
と
え
倫
理
意
識
が
恋
の
激
情
に
敗
れ
、
駆
逐
さ
れ

ょ
う
と
、
そ
れ
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
一
方
が
他
方
に
敗
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

人
物
の
心
理
描
写
へ
の
要
求
に
見
ら
れ
る
ミ
ュ
ル
ナ
l
の
範
例
追
随
の
傾
向
は
、
同
様
に
第
一
の
問
題
点
、
す
な
わ
ち
第
一
幕
の
大
半
を

使
者
の
報
告
に
よ
っ
て
「
短
行
一
「
生
き
生
部
〕
と
置
き
代
え
よ
と
い
う
要
求
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

使
者
の
報
告
は
、

時
間
的
、
空
間

的
に
舞
台
上
の
主
筋
を
は
み
出
す
出
来
事
を
筋
の
統
一
を
損
わ
ず
舞
台
上
の
展
開
に
も
た
ら
す
類
型
的
な
技
法
で
あ
る
。
そ
し
て
出
来
事
が

報
告
と
い
う
形
で
一
一
一
一
口
葉
を
通
し
て
舞
台
に
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
に
、
出
来
事
の
出
来
事
性
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
直
接
性
、
具
象
性
等
を
削

減
し
て
、
相
対
化
す
る
働
き
を
為
す
た
め
に
、
静
的
な
統
一
を
重
ん
じ
る
古
典
主
義
的
作
品
に
特
に
好
ま
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
使
者
そ
の

も
の
を
登
場
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
に
せ
よ
、
ミ
ュ
ル
ナ
ー
が
問
題
の
場
面
の
処
理
に
即
座

に
こ
の
技
法
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
こ
の
作
品
を
統
一
を
重
ん
じ
る
閉
鎖
的
な
形
式
の
枠
の
中
で
見
て
い
る
明
証
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
彼
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
継
起
的
に
進
行
す
る
問
題
の
場
面
の
意
義
を
見
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
筒
所
は
、

ン
グ
レ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
独
立
し
た
劇
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
（

E
Z
P
5
3旬
、

ゼ

次
作
の
三
部
作
形
式
の
一
端
を
先
取
り
し
て

い
る
。
主
題
的
に
見
て
も
、
悲
劇
の
要
因
を
筋
の
進
行
の
中
で
分
析
的
に
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
成
過
程
を
独
立
し
た
序
曲
に
仕
立
て

た
『
ア
ル
ゴ

l
船
の
乗
員
た
ち
』
（
『
金
半
毛
皮
』
第
一
部
）

に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
ミ
ュ
ル
ナ
l
の
そ
れ
に
対
す
る
無
理
解
は
、
さ

ら
に
「
二
場
あ
れ
ば
済
み
ま
す
し
、
そ
れ
以
上
髪
毛
一
本
い
ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
知
る
必
要
の
あ
る
す
べ
て
を
体
験
す

る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
る
言
葉
で
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
場
面
を
単
に
情
報
の
提
供
の
問
題
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で



あ
る
。

ク
ラ
ウ
ス
・
ツ
ィ

l
グ
ラ
！
が
ワ
イ
マ

l
ル
古
典
主
義
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
挙
げ
た
主

要
人
物
の
超
心
理
性
と
空
間
構
成
の
象
徴
的
統
一
に
作
品
評
価
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
で
、
受
容
の
時
代
的
限
界
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ュ
ル
ナ
l
の
見
解
は
、

る
。
そ
の
立
場
か
ら
は
、

「
退
屈
」
な
も
の
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。

「
通
常
の
批
評
は
先
行
す
る
作
品
か
ら
そ
の
法
則
を
取
り
出
し
、
そ
れ
と
新
し
い
作
品
を
比
較
す
る
」
こ
と
か
ら
逃
れ
難
か
っ
た
の
で
あ

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
！
の
構
成
は
作
品
の
統
一
を
損
う
欠
陥
で
あ
り
、

り
、
そ
れ
だ
け
先
行
す
る
作
品
が
規
範
と
し
て
強
く
時
代
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

結

五
日

＝
】
百
Hワ

イ
マ
！
ル
古
典
作
家
に
比
し
た
国
民
作
家
を
待
望
す
る
気
運
に
沿
っ
た
形
で
登
場
し
た
。
し
か
し
、
先
に
見

（お）

た
よ
う
に
、
彼
の
作
品
は
明
ら
か
に
そ
れ
か
ら
の
離
反
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
最
後
に
、
そ
の
点
を
際
立
た
せ
て
結
語
に
代
え
た
い
。

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
は
、

-118-

燃
え
さ
か
る
情
念
の
集
合
地
。
し
か
し
、
拘
束
さ
れ
て
い
た
奴
隷
が
鎖
を
断
ち
切
り
、
此
立
し
、
怒
り
に
鼻
を
鳴
ら
す
に
至
る
ま
で

は
、
獲
得
さ
れ
た
静
穏
が
、
よ
り
高
い
精
神
教
養
の
果
実
が
そ
の
上
に
君
臨
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格
が
私
の
意
図
に
ま
っ
た
く

適
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で
し
た
。

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

i
は
、
ミ
ュ
ル
ナ
ー
へ
の
手
紙
で
サ
ッ
ブ
ォ
ー
を
右
の
よ
う
に
性
格
づ
け
て
い
る
。
飼
い
慣
ら
さ
れ
、
教
化
さ
れ
て
は

い
て
も
、
決
っ
し
て
そ
の
本
来
の
力
を
失
わ
ず
、
事
あ
る
毎
に
原
始
的
な
荒
々
し
き
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
「
奴
隷
」
、

ヲ
イ
」
ア
ン
シ
ャ
フ
ト

内
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
彼
は
「
情
念
」
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
力
を
単
に
人
間
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
と

そ
う
し
た
人
間
の

し
て
理
性
に
対
置
し
、
両
者
の
闘
争
の
中
に
悲
劇
の
要
因
を
図
式
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。



巨
匠
な
ら
ば
、
詩
芸
術
が
サ
ッ
フ
ォ
！
の
性
格
に
与
え
て
い
る
色
ど
り
を
情
念
の
奔
流
の
た
だ
中
で
可
視
的
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
技
量
に
劣
る
私
は
、
奔
流
の
前
に
、
奔
流
の
ひ
き
起
す
諸
力
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
力
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
詩
才
は
通
常
の
人
間
の
性
質
中
に
あ
る
管
轄
区
域
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
際
立
た
せ
な
け
れ
ば
な

（
初
）

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
一
一
一
口
葉
か
ら
分
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ

l
の
真
価
は
、
芸
術
家
を
つ
く
る
の
も
ま
た
奔
流
の
力
、
す
な
わ

ち
情
念
の
働
き
で
あ
る
と
見
倣
し
た
点
に
あ
る
。
芸
術
家
は
、
無
方
向
に
発
現
し
よ
う
と
す
る
そ
の
力
を
調
伏
し
、

一
定
の
方
向
に
導
い
て

作
品
の
形
で
調
和
へ
と
至
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
作
品
の
調
和
の
中
に
人
々
は
芸
術
家
の
苦
闘
と
偉
業
を
見
出
し
、
生
へ
の
慰
安
を
受
け
取

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
ー
は
叙
事
文
学
に
近
づ
く
危
険
を
冒
そ
う
と
、
芸
術
家
と
し
て
の
サ
ッ
フ
ォ

i
の
姿
を
前
も

っ
て
描
き
、
情
念
が
芸
術
家
を
つ
く
る
働
き
を
破
局
の
前
に
際
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
初
め
て
、
彼
は
情

nu 

念
の
単
に
人
聞
を
破
滅
さ
せ
る
側
面
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
人
間
に
偉
業
を
達
成
さ
せ
る
側
面
を
も
示
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
も
な
お
理

性
的
な
存
り
方
を
最
終
的
に
は
不
可
能
に
す
る
も
の
と
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
の
悲
劇
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
最
後
の
点
で
、
『
サ
ッ
フ

7
l』
は
古
典
主
義
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
い
る
。
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