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出
会
い
の
種�

小
川
洋
子

【
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
】

　

毎
週
一
冊
、
と
あ
る
ラ
ジ
オ
番
組
で
本
を
紹
介
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
七
年
以
上
に
な
る
。
取
り
上
げ
て
き
た
四
百
冊
近

い
本
の
な
か
で
、
番
組
史
上
ス
タ
ジ
オ
が
最
も
盛
り
上
が
っ
た

の
は
た
ぶ
ん
、
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』
だ
ろ
う
。

　

自
然
主
義
文
学
の
出
発
点
と
な
り
、
日
本
文
学
史
を
変
え
た

作
品
と
し
て
国
語
の
教
科
書
に
必
ず
タ
イ
ト
ル
が
載
っ
て
い
た

『
蒲
団
』。
テ
ス
ト
の
問
題
に
も
し
ば
し
ば
出
て
き
た
。
さ
ぞ
か

し
格
調
高
い
小
説
な
の
だ
ろ
う
。
花
袋
、
と
い
う
名
前
も
ど
こ

と
な
く
雅
な
感
じ
だ
…
…
、
と
高
校
生
の
頃
か
ら
ず
っ
と
勝
手

に
思
い
込
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
読
ん
で
み
た
ら
、

予
想
と
は
大
違
い
だ
っ
た
。
自
意
識
過
剰
で
自
分
勝
手
な
、
ダ

メ
男
小
説
だ
っ
た
。

　

主
人
公
の
作
家
、
時
雄
は
若
く
美
し
い
女
と
の
恋
を
夢
見
て

い
る
。
夢
見
る
だ
け
な
ら
可
愛
い
が
、
妊
娠
中
の
奥
さ
ん
が
難

産
で
死
ん
で
く
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
願
っ
た
り
し
て
い
る
。

そ
こ
に
文
学
を
志
す
女
学
生
、
芳
子
が
弟
子
入
り
し
て
き
た
も

の
だ
か
ら
、
時
雄
の
妄
想
は
更
な
る
暴
走
を
は
じ
め
る
。
芳
子

を
美
化
し
、
理
想
的
な
恋
の
予
感
に
心
躍
ら
せ
、
勝
手
に
嫉
妬

し
、
手
紙
を
盗
み
読
み
し
て
偉
そ
う
に
説
教
す
る
。
自
分
の
妄

想
ど
お
り
に
事
が
運
ば
な
い
と
、
奥
さ
ん
に
八
つ
当
た
り
し
て

お
膳
を
ひ
っ
く
り
返
す
。
さ
ら
に
は
、
芳
子
の
処
女
性
に
疑
い

を
持
っ
た
挙
句
、
彼
女
を
蔑
み
、
自
分
が
先
に
手
を
出
す
べ
き

だ
っ
た
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
腹
の
立
て
方
を
す
る
。

　

最
初
、
時
雄
の
歪
ん
だ
心
根
に
腹
を
立
て
、
い
ち
い
ち
突
っ

込
み
を
入
れ
て
い
た
ス
タ
ッ
フ
た
ち
も
、
あ
ま
り
に
正
直
な
描

写
に
あ
き
れ
、
だ
ん
だ
ん
と
お
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
怒
り
が

ば
か
ば
か
し
さ
に
転
換
し
、
こ
こ
ま
で
あ
か
ら
さ
ま
に
自
ら
の

卑
し
さ
を
さ
ら
け
出
す
時
雄
に
、
親
し
み
さ
え
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
有
名
な
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
、
芳
子
が
使
っ
て
い

た
蒲
団
の
汚
れ
に
顔
を
押
し
当
て
、
時
雄
が
泣
く
と
こ
ろ
で
は
、

同
情
ま
じ
り
の
笑
い
が
こ
み
上
げ
て
く
る
の
を
、
抑
え
ら
れ
な

い
の
だ
っ
た
。

　

日
本
文
学
と
は
、
何
て
面
白
い
の
だ
ろ
う
。
素
直
に
そ
う
思

う
。
高
校
卒
業
後
三
十
年
以
上
た
ち
、『
蒲
団
』
を
読
む
機
会

が
あ
っ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
。
教
科
書
の
中
に
は
、
そ
ん
な
出

会
い
の
種
が
た
く
さ
ん
隠
れ
て
い
る
。�

（
お
が
わ 

よ
う
こ
・
作
家
）
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す
ぐ
れ
た
料
理
人
の
よ
う
に

　

す
ぐ
れ
た
料
理
人
の
よ
う
に
、
素
材
の
味
を

活
か
し
、
食
べ
る
人
の
口
に
合
う
程
よ
い
大
き

さ
で
、
甘
い
も
の
は
甘
さ
を
、
苦
い
も
の
は
苦

さ
を
、
硬
い
も
の
は
硬
さ
を
、
軟
ら
か
い
も
の

は
軟
ら
か
さ
を
失
わ
ぬ
よ
う
に
、
程
よ
く
手
を

加
え
、
美
味
し
い
小
説
を
、
香
り
も
そ
の
ま
ま

に
生
徒
の
前
に
差
し
出
し
た
い
と
、
常
々
思
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
そ
の
小
説
を
、

厨
房
か
ら
漂
っ
て
く
る
匂
い
に
引
き
つ
け
ら
れ

た
子
ど
も
た
ち
が
期
待
の
ソ
ー
ス
を
準
備
し
て

待
つ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
教
室
の
生
徒
達
も
ま

た
、
待
ち
受
け
る
未
知
の
味
に
胸
と
き
め
か
せ

て
、
お
腹
す
か
せ
て
待
つ
よ
う
で
あ
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
ど
う
す
れ
ば
そ
ん
な
料
理
を
生

み
出
せ
る
か
。
ど
う
す
れ
ば
そ
ん
な
料
理
人
に

な
れ
る
か
。

な
ぜ
自
分
は
そ
の
小
説
に
惹
か
れ
る
の
か

　

な
ぜ
自
分
は
そ
の
小
説
に
惹
か
れ
る
の
か
―

―
私
の
料
理
人
へ
の
道
は
い
つ
も
こ
の
問
い
か

ら
始
ま
る
。
他
の
小
説
で
は
な
い
、
そ
の
小
説

0

0

0

0

の0

魅
力
を
解
き
明
か
さ
な
け
れ
ば
、
美
味
し
い

小
説
の
授
業
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
小

説
の
魅
力
、
面
白
さ
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、�

一
読
者
と
し
て
の
私
の
感
じ
方

0

0

0

0

0

を
徹
底
的
に
追

究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
好
み
も
含
め
て
、

私
は
私
自
身
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で
な
い
と
、
私
は
私
を
、
そ
の
小
説
を
面
白

い
と
感
じ
る
私
を
生
徒
達
に
語
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
し
て
、
私
が
私
を
語
る
こ
と
が
で
き

な
く
て
、
ど
う
し
て
生
徒
達
と
そ
の
小
説
の
面

白
さ
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
わ
が
ま
ま
な
道
で
は
あ

る
。
し
か
し
、
料
理
人
の
道
は
、
栄
養
士
の
道

や
食
品
分
析
の
道
と
は
違
う
は
ず
だ
。
も
ち
ろ

ん
分
析
的
視
点
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

分
析
だ
け
で
は
美
味
し
い
料
理
は
作
れ
な
い
。

料
理
人
は
自
分
の
舌
を
信
じ
る
も
の
だ
。
舌
を

信
じ
、
舌
の
言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
自
ら
に
問
い
か
け
る
。
な
ぜ
自
分
は
そ

の
小
説
に
惹
か
れ
る
の
か
。
そ
の
小
説
の
面
白

さ
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
か
。
以
下
、
教
科

書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
小
説
を
例
に
挙
げ

て
、
一
読
者
と
し
て
の
私
の
感
じ
方

0

0

0

0

0

を
提
示
し
、

本
稿
の
読
者
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。

角
田
光
代
「
ラ
ン
ド
セ
ル
」
の
場
合

　

角
田
光
代
の
「
ラ
ン
ド
セ
ル
」
は
、
主
人
公

（
二
十
七
歳
の
「
私
」）
が
、
幼
稚
園
児
の
頃
の

自
分
を
回
想
し
、
そ
の
頃
の
自
分
と
対
比
す
る

形
で
現
在
の
自
分
に
つ
い
て
語
る
小
説
で
あ
る
。

内
容
的
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
の
な
い
、
謂
わ
ば

「
一
読
で
内
容
を
理
解
で
き
る
小
説
」
で
あ
る
。

こ
の
手
の
小
説
は
厄
介
で
あ
る
。「
分
か
り
易

す
ぎ
る
」
か
ら
だ
。
一
見
、
何
も
教
え
る
こ
と

が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
本
当
に
そ
う

か
。
私
は
そ
う
は
感
じ
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
こ
で
私

は
次
の
よ
う
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
。

美
味
し
い
小
説
　
―
小
説
が
教
材
に
な
る
ま
で
―

安
田
正
典

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

　

こ
の
小
説
の
面
白
さ
は
、「
子
ど
も
」
は

ま
だ
物
事
が
わ
か
っ
て
い
な
い
存
在
で
あ
り
、

「
大
人
」
は
わ
か
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い

う
世
の
中
の
常
識
を
逆
転
さ
せ
、「
子
ど
も
」

は
「
大
人
」
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
自
分
の
こ

と
も
周
囲
の
こ
と
も
「
わ
か
っ
て
い
る
」
も

の
だ
し
、「
大
人
」
は
自
分
で
思
っ
て
い
る
ほ

ど
「
わ
か
っ
て
い
な
い
」
も
の
な
の
だ
、
少
な

0

0

く
と
も
自
分
は
そ
う
だ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
語
り
方

の
ユ
ニ
ー
ク
さ
に
あ
る
。〈
対
比
〉
は
細
部
に

及
び
、
徹
底
し
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
の
作
者
の

ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
、
語
ら
れ
て
い
る
「
絶
望
」

と
は
裏
腹
に
、
作
品
自
体
は
明
る
く
健
康
的
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
対
比
〉
の
中
に
変
わ
ら

ぬ
「
私
」、「
ラ
ン
ド
セ
ル
」
を
背
負
う
「
私
」

が
立
ち
上
が
る
。
私0

（
筆
者
）
は
そ
の
語
り
方

0

0

0

0

0

0

に
魅
力
を
感
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
小
説
は
、
出
来
事
の

語
ら
れ
方
に
着
目
す
べ
き
だ
、
ど
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
こ
そ
、
こ
の
小
説

の
最
も
重
要
な
部
分
が
あ
る
―
―
私
は
そ
う
考

え
た
。
そ
こ
か
ら
私
の
美
味
し
い
小
説
の
授
業

は
始
ま
る
。

村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」
の
場
合

　

村
上
春
樹
の
短
篇
小
説
「
青
が
消
え
る
」
は
、

ソ
フ
ト
な
管
理
が
徹
底
し
、
人
々
の
対
社
会
的

な
不
満
が
大
き
く
な
る
前
に
、
そ
の
不
安
の
芽

が
未
然
に
摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
「
も
う
一
つ

の
世
界
」
を
描
い
た
小
説
で
、
短
い
な
が
ら
も

村
上
春
樹
ら
し
い
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
小
説
で

あ
る
。
管
理
社
会
に
は
監
視
が
付
き
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
た
社
会
に
は
そ

の
よ
う
な
露
骨
な
監
視
は
な
い
。
だ
が
、「
駅

員
」
の
応
対
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
中
央
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
の
支
配
は
社
会
の
隅
々
に
ま

で
行
き
渡
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
小
説
の

結
び
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。

　

で
も
青
が
な
い
ん
だ
、
と
僕
は
小
さ
な
声

で
言
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
僕
が
好
き
な
色

だ
っ
た
の
だ
。

　

誰
も
消
え
た
青
の
こ
と
な
ん
か
気
に
し
て
い

な
い
。
監
視
さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
い
て
い
な
い
（
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に

見
え
る
）。「
僕
」
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
し
ま
う

の
は
、「
僕
」
は
「
青
」
が
好
き
だ
っ
た
か
ら

だ
。「
青
」
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
変
化
に
気
づ

か
な
い
人
々
の
中
で
「
僕
」
一
人
を
目
覚
め
さ

せ
て
い
る
。
二
十
一
世
紀
型
管
理
社
会
の
到
来

を
警
告
す
る
と
い
う
極
め
て
政
治
的
な
テ
ー

マ
を
扱
い
な
が
ら
も
、
こ
の
小
説
が
、
Ｐ
Ｏ

Ｐ
な
感
覚
、
あ
る
種
の
軽
さ
を
失
わ
な
い
の

は
、「
不
満
を
抱
く
存
在
」
と
し
て
、
政
治
と

は
程
遠
い
個
人
、「
青
」
が
好
き
な
「
僕
」
を

置
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
た
だ

「
青
」
が
好
き
な
だ
け
で
、
何
か
政
治
的
な
主

張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
好
き

な
も
の
を
好
き
で
あ
る
と
表
明
す
る
こ
と
、
好

き
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
以

上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
管
理

的
な
圧
力
か
ら
身
を
守
る
最
後
の
牙
城
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
も
「
青
が
消
え
る
」

が
「
赤
が
消
え
る
」
で
あ
っ
た
ら
、
小
説
は
た

ち
ま
ち
政
治
的
言
説
に
飲
み
込
ま
れ
、
小
説
と

し
て
の
足
場
を
失
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

時
代
へ
の
警
告
を
発
す
る
に
し
て
も
、
作
家
に

は
作
家
の
や
り
方
が
あ
る
。
ア
イ
ロ
ン
が
け
を

す
る
「
僕
」
の
「
青
」
へ
の
愛
着
と
こ
だ
わ
り

が
、
す
べ
て
を
飲
み
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
巨

大
な
力
に
対
し
て
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
試
み

て
い
る
。「
壁
と
卵
」
の
作
家
は
、
そ
の
さ
さ

や
か
な
抵
抗
に
寄
り
添
い
、
味
方
し
よ
う
と
す

る
。「
壊
れ
や
す
い
卵
」
の
側
に
立
つ
の
で
あ

る
。「
青
」
へ
の
愛
着
は
、
か
け
が
え
の
な
い

個
性
へ
の
愛
で
あ
る
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
「
青
」

を
大
切
に
す
べ
き
な
の
だ
。
そ
し
て
ア
イ
ロ
ン

が
け
を
楽
し
む
べ
き
な
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
を

生
徒
に
向
か
っ
て
話
し
て
み
た
い
。

　

さ
あ
、
教
室
へ
行
こ
う
。
そ
こ
に
も
か
け
が

え
の
な
い
個
性
が
待
っ
て
い
る
。
私
も
ま
た
、

「
卵
」
の
側
に
立
つ
の
だ
。

（
や
す
だ 

ま
さ
の
り
・
名
古
屋
市
立
富
田
高
等
学
校
）
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抽
象
的
思
考
に
つ
な
げ
る
文
学
教
材
指
導

若
松
伸
哉

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

一　

文
学
教
材
を
扱
う
目
標

　

高
等
学
校
に
限
ら
ず
小
中
学
校
も
含
め
た
国

語
教
育
に
お
い
て
、
文
学
教
材
を
扱
っ
た
場
合
、

そ
の
主
人
公
や
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る

こ
と
が
大
き
な
目
標
の
一
つ
と
な
る
。
場
面
ご

と
の
人
物
の
心
情
を
読
み
取
り
つ
つ
、
最
終
的

に
は
作
品
一
篇
の
な
か
で
の
主
要
登
場
人
物
の

心
情
変
化
を
理
解
し
、
追
体
験
す
る
こ
と
が
児

童
や
生
徒
に
は
求
め
ら
れ
る
。
記
述
の
な
か
に

空
白
が
多
く
、
比
喩
表
現
な
ど
に
よ
っ
て
登
場

人
物
の
心
情
を
表
そ
う
と
す
る
文
学
作
品
を
読

む
に
あ
た
っ
て
、
書
か
れ
た
言
葉
の
な
か
か
ら

人
物
の
心
情
を
復
元
し
読
む
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
重
要
な
学
習
課
題
で
あ
り
、
直
接
的
に

物
事
を
表
す
機
能
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
の
言
語

の
姿
だ
け
で
な
く
、
言
葉
の
つ
ら
な
り
が
一
人

の
人
間
を
、
そ
し
て
一
つ
の
世
界
を
構
築
し
て

い
く
と
い
う
言
語
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
の
喚
起
力

を
感
じ
る
た
め
に
も
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　

高
校
に
お
け
る
国
語
教
材
に
お
い
て
い
わ
ゆ

る
〈
定
番
〉
と
な
っ
て
い
る
近
代
文
学
作
品
に
、

主
要
登
場
人
物
の
心
情
が
大
き
く
変
化
す
る
小

説
が
多
い
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う

な
事
情
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

二　
〈
他
者
〉
の
問
題

　

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
は
高
校
国
語
教
科

書
に
お
い
て
圧
倒
的
な
掲
載
率
を
誇
る
、
定
番

中
の
定
番
と
い
え
る
文
学
教
材
だ
が
、
仕
事
を

失
っ
た
下
人
を
主
人
公
に
、〈
飢
え
死
に
か
盗

み
か
〉
と
い
う
倫
理
的
な
命
題
を
軸
と
し
て
、

主
人
公
の
心
情
変
化
を
追
い
、〈
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉

の
問
題
に
触
れ
て
終
わ
る
の
が
従
来
の
一
般
的

な
授
業
の
方
向
性
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
文
学
教
材
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

主
人
公
の
心
情
変
化
を
追
う
だ
け
で
な
く
、
そ

の
心
情
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
存
在
と

し
て
〈
他
者
〉
の
問
題
を
考
え
て
み
る
の
も
大

き
な
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
い

て
も
心
情
変
化
が
閉
じ
た
個
人
の
な
か
で
起
こ

る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
心
情
を

リ
ア
ル
に
描
こ
う
と
す
る
文
学
作
品
で
も
同
様

で
あ
る
。「
羅
生
門
」
で
い
え
ば
、
下
人
の
心

情
変
化
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
す
の
は
否
定
的

な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
老
婆
で
あ
る
し
、
中

島
敦
「
山
月
記
」
で
は
友
人
・
袁
傪
と
の
対
話

が
、
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
で
は
Ｋ
と
の
関
係

が
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
の
心
情
変
化
に
大
き
く

関
連
し
て
い
る
。

　

こ
の
〈
他
者
〉
は
人
間
と
は
限
ら
な
い
。
引

き
続
き
定
番
教
材
に
即
し
て
言
え
ば
、
志
賀
直

哉
「
城
の
崎
に
て
」
で
は
目
撃
す
る
昆
虫
や
小

動
物
（
の
死
）
が
、
主
人
公
の
心
情
に
大
き

な
変
化
を
も
た
ら
す
し
、
太
宰
治
「
富
嶽
百

景
」
で
は
富
士
山
と
い
う
自
然
が
、
や
は
り
主

人
公
の
心
情
に
大
き
く
関
係
し
て
く
る
。
定
番

と
な
っ
て
い
る
文
学
教
材
に
は
、
実
は
こ
の
よ
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

う
な
〈
他
者
〉
の
問
題
も
一
貫
し
て
見
出
せ
る

の
で
あ
る
。
閉
じ
た
〈
個
〉
で
は
な
く
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
〈
他
者
〉
の
網
の
目
の
な
か
で

存
在
す
る
人
間
の
在
り
方
。
ま
た
、
文
学
教
材

を
通
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
う
し
た
人

間
観
あ
る
い
は
世
界
観
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な

思
考
は
、
評
論
分
野
で
頻
出
す
る
〈
自
己
と
他

者
〉
の
問
題
を
含
め
た
抽
象
的
な
議
論
を
読
み

解
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

三　
〈
語
り
〉
を
考
え
る

　

も
う
一
つ
具
体
的
な
作
品
内
容
か
ら
出
発
し

て
抽
象
的
な
思
考
に
至
る
方
法
と
し
て
、
近
代

文
学
研
究
で
は
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
〈
語

り
〉
分
析
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
文
学
作
品
に

〈
語
り
〉
分
析
の
視
点
を
導
入
す
る
と
、
言
語

に
よ
る
さ
ら
に
複
雑
な
世
界
観
の
構
築
の
様
相

が
ほ
の
見
え
て
く
る
。

　
「
羅
生
門
」
は
下
人
の
心
情
の
推
移
が
非
常

に
わ
か
り
や
す
く
描
か
れ
る
が
、
そ
の
物
語
を

0

0

0

0

0

語
っ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
〈
語
り

手
〉
と
い
う
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て

注
意
し
て
「
羅
生
門
」
本
文
を
見
て
み
る
と
、

〈
飢
え
死
に
か
盗
み
か
〉
と
い
う
問
題
を
提
示

し
て
い
る
の
は
、
下
人
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、

下
人
の
心
中
を
語
る
（
よ
う
に
見
せ
て
い
る
）

語
り
手
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
羅
生
門
」
の
語

り
手
は
、
冒
頭
近
く
で
自
ら
「
作
者
」
と
名
乗

り
出
る
よ
う
な
過
剰
な
振
る
舞
い
を
行
う
存
在

で
も
あ
る
。
下
人
の
心
情
の
推
移
を
代
弁
的
に

語
る
よ
う
な
体
裁
を
も
ち
つ
つ
、〈
飢
え
死
に

か
盗
み
か
〉
と
い
う
倫
理
的
な
問
い
を
読
者
に

提
示
す
る
こ
と
に
、
こ
の
語
り
手
の
偏
向
性
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
末
尾
に
つ
い
て
も
、
今

後
の
下
人
の
行
方
を
曖
昧
に
し
な
が
ら
、
そ
の

実
、〈
盗
み
〉
を
決
意
し
た
下
人
を
強
く
喚
起

さ
せ
る
意
図
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

自
分
の
価
値
観
を
強
く
読
者
に
押
し
つ
け
て

い
る
こ
の
語
り
手
の
姿
は
例
え
ば
、「〈
飢
え
死

に
か
盗
み
か
〉
の
価
値
観
を
本
当
に
も
っ
て
い

る
の
は
誰
か
？
」
と
い
う
発
問
の
ほ
か
、「
作

者
」
の
作
中
へ
の
登
場
、「
下
人
が
雨
や
み
を

待
っ
て
い
た
」
と
い
う
記
述
へ
の
自
己
言
及
、

フ
ラ
ン
ス
語
「Sentim

entalism
e

」
を
平
安

朝
の
物
語
に
使
う
等
、
語
り
手
で
あ
る
「
作

者
」
が
、
自
在
に
そ
し
て
恣
意
的
に
物
語
世
界

を
語
る
箇
所
が
小
説
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る

点
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
も
浮
か
び
上
が
る
。

　

物
語
を
〈
語
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手

が
必
ず
読
み
手
と
い
う
〈
他
者
〉
を
想
定
し
て

行
う
極
め
て
対
他
的
な
意
識
の
強
い
戦
略
的
な

行
為
で
も
あ
る
。「
羅
生
門
」
の
物
語
世
界
は
、

「
作
者
」
を
名
乗
る
語
り
手
に
よ
っ
て
大
き
く

操
作
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

四　

具
体
的
理
解
か
ら
抽
象
的
思
考
へ

　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
世
界
は
基
本
的
に
一
人

の
語
り
手
に
よ
っ
て
か
た
ど
ら
れ
表
現
さ
れ
る

世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
語
り
で
あ
る
一
人

称
小
説
で
あ
れ
、
客
観
的
な
視
点
を
装
う
三
人

称
小
説
で
あ
れ
、
原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

物
語
は
語
り
方
に
よ
っ
て
大
き
く
世
界
が
変
わ

る
の
で
あ
り
、
世
界
の
創
出
と
そ
の
多
様
性
・

相
対
性
の
問
題
が
そ
こ
に
は
現
れ
る
。
ス
ト
ー

リ
ー
に
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
物
語
を
ど
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
を
指
し
示
す
機
能
的
な
ツ
ー
ル

と
し
て
だ
け
で
は
な
い
、
言
語
―
そ
し
て
語
る

と
い
う
行
為
―
に
よ
る
世
界
の
認
識
や
構
築
に

関
す
る
非
常
に
豊
か
で
興
味
深
い
機
構
へ
思
考

を
め
ぐ
ら
す
入
口
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

内
容
を
確
認
す
る
だ
け
の
文
学
教
材
の
授
業

で
は
、
生
徒
に
と
っ
て
も
取
り
組
み
が
難
し
い
。

授
業
の
な
か
で
文
学
作
品
読
解
を
具
体
的
な
出

発
点
と
し
て
、
文
学
以
外
に
も
連
動
し
て
い
く

よ
う
な
、
よ
り
深
い
人
間
・
世
界
・
言
語
に
つ

い
て
の
抽
象
的
な
思
考
を
生
徒
た
ち
に
も
体
験

さ
せ
る
構
え
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
わ
か
ま
つ 

し
ん
や
・
愛
知
県
立
大
学
）



66

詩
の
〈
行
〉
を
読
む
　
―
萩
原
朔
太
郎
「
旅
上
」
―

戸
塚
学

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

　

明
確
な
ル
ー
ル
を
持
た
な
い
日
本
の
口
語
自

由
詩
に
も
形
の
上
で
の
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り

形
式
で
あ
る
。
形
式
に
注
目
す
る
と
、
詩
の
読

み
方
が
少
し
変
わ
る
。
こ
こ
で
は
『
明
解
国
語

総
合
』『
精
選
国
語
総
合
』
採
録
の
萩
原
朔
太

郎
「
旅
上
」
冒
頭
四
行
を
取
り
上
げ
、
形
式
に

着
目
し
て
詩
を
読
む
方
法
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
　

旅
上　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

　
　

ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
と
思
へ
ど
も

　
　

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し

　
　

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て

　
　

き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み
ん
。

　

詩
の
形
式
の
中
で
最
も
基
本
的
な
も
の
は
行

で
あ
る
。
行
は
音
や
意
味
の
連
な
り
を
区
切
り

一
定
の
ま
と
ま
り
を
作
る
。
あ
る
ま
と
ま
り
と

別
の
ま
と
ま
り
と
の
間
に
は
関
係
が
生
じ
る
。

順
接
や
逆
接
、
転
換
や
対
比
な
ど
で
あ
る
。
行

に
注
目
し
て
読
む
と
は
、
こ
う
し
た
行
と
行
の

間
の
関
係
性
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
行
を
意
識
し
て
読
む
こ
と
は
意
外
に
難

し
い
。
前
の
行
か
ら
次
の
行
へ
と
続
け
て
読
ん

で
い
く
と
行
間
を
つ
い
補
っ
て
埋
め
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
を
一
連
の
文
章
の
一

部
分
と
し
て
読
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

無
意
識
に
行
を
無
化
し
、
散
文
化
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
文
章
を
読
む
よ
う
に
詩
を
読
む
時
、

行
と
い
う
形
式
は
見
失
わ
れ
る
。

　

一
つ
一
つ
の
行
は
一
種
の
独
立
し
た
断
片
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
行
を
意
識
し
て
読
む
こ
と

は
四
コ
マ
漫
画
を
読
む
こ
と
に
似
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
四
コ
マ
漫
画
を
独
立
し

た
場
面
の
連
続
と
し
て
読
む
。
状
況
が
設
定
さ

れ
、
展
開
・
転
換
・
オ
チ
が
来
る
。
コ
マ
は
自

立
し
つ
つ
も
前
後
の
コ
マ
と
つ
な
が
り
を
持
つ
。

詩
の
行
も
ま
た
、
自
立
す
る
働
き
と
前
後
と
つ

な
が
る
働
き
を
と
も
に
持
つ
。
行
を
意
識
し
て

詩
を
読
む
と
は
、
こ
の
よ
う
な
行
ご
と
の
切
断

と
連
続
を
読
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

行
を
意
識
す
る
た
め
に
、
私
は
後
続
の
行
を

紙
な
ど
で
隠
し
て
詩
を
読
ん
で
み
る
こ
と
が
あ

る
。
一
行
読
み
終
え
る
ご
と
に
次
の
一
行
を
出

し
て
読
む
。
行
ご
と
の
意
味
作
用
を
可
視
化
す

る
。
次
の
行
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
、
あ
る
行
の

意
味
作
用
が
次
の
行
で
ど
う
引
き
継
が
れ
る
か

と
い
う
予
期
が
生
ま
れ
る
。
次
の
行
は
こ
の
予

期
に
対
す
る
答
え
合
わ
せ
と
し
て
読
ま
れ
る
。

隣
接
す
る
二
行
の
関
係
性
が
明
確
に
な
る
。

　

ま
た
あ
る
行
の
言
葉
が
そ
こ
に
初
め
て
現
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

言
葉
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
意
味

作
用
の
働
き
出
す
瞬
間
が
顕
在
化
す
る
。
す
る

と
行
と
行
の
間
に
仕
掛
け
ら
れ
た
驚
き
も
看
取

さ
れ
る
。
行
に
注
目
す
る
と
、
詩
の
言
葉
を
新

鮮
な
目
で
眺
め
、
詩
の
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
や
観

念
を
作
り
出
す
瞬
間
を
捉
え
ら
れ
る
。

　

実
際
に
行
に
注
目
し
て
「
旅
上
」
を
読
ん
で

み
よ
う
。
第
一
行
は
「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

と
思
へ
ど
も
」
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
へ
行
き
た

い
と
い
う
話
者
の
願
望
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ

で
次
の
行
を
読
ま
ず
に
立
ち
止
ま
る
。
す
る
と

行
末
の
「
ど
も
」
が
目
に
と
ま
る
。「
ど
も
」

は
逆
接
だ
か
ら
、「
思
う
け
れ
ど
、
で
も
…
…
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
第
二
行
の

展
開
が
予
期
さ
れ
る
。
こ
の
話
者
の
願
望
は
叶

わ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
予
期
を
踏
ま
え
て
第
二
行
を
読
む
。

「
ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し
」
と
憧
れ
が
実

現
し
な
い
理
由
が
示
さ
れ
る
。
予
想
通
り
の
結

末
で
驚
き
が
な
い
。
予
定
調
和
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
予
定
調
和
が
こ
こ
で
は
大
切
で
あ
る
。

　

第
一
行
の
「
ど
も
」
に
よ
り
希
望
が
叶
わ
な

い
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
第

二
行
の
「
あ
ま
り
に
遠
し
」
に
暗
さ
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
が
遠
く
て
行
け
な
い
の
は
当
た
り
前

の
前
提
で
、
そ
の
こ
と
は
挫
折
の
原
因
に
な
ら

な
い
。
こ
の
明
る
い
諦
念
を
打
ち
出
す
た
め
に

第
一
行
の
「
ど
も
」
が
効
い
て
い
る
。
明
る
い

諦
念
だ
か
ら
第
三
行
・
第
四
行
の
よ
う
な
展
開

が
生
ま
れ
る
。
代
替
行
為
と
し
て
の
旅
で
あ
る
。

　

前
半
二
行
と
後
半
二
行
の
間
に
は
ち
ょ
っ
と

し
た
転
換
が
あ
る
。
第
三
行
・
第
四
行
を
い
っ

た
ん
隠
し
て

0

0

0

読
ん
で
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
第

三
行
で
は
「
新
し
き
背
広
」
を
「
き
」
る
行
為

が
、
第
四
行
で
は
「
き
ま
ま
な
る
旅
」
に
「
い

で
て
」
み
る
行
為
が
提
示
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス

へ
の
憧
れ
か
ら
突
然
、
背
広
で
あ
り
旅
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
出
来
事
の
展
開
と
し
て
見
る
と

そ
れ
ほ
ど
自
然
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
行
け

な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
新
し
い
背
広
を
着
て

旅
に
出
る
人
は
、
現
実
に
あ
ま
り
い
そ
う
に
な

い
。
つ
ま
り
第
二
行
と
第
三
行
の
間
に
は
出
来

事
の
自
然
さ
に
逆
ら
っ
た
小
さ
な
飛
躍
が
あ
る
。

　

だ
が
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
は
イ
メ
ー

ジ
の
転
換
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
前
半
二
行
と

後
半
二
行
に
そ
れ
ぞ
れ
現
れ
る
名
詞
を
見
る
と
、�

前
半
二
行
で
反
復
さ
れ
た
「
ふ
ら
ん
す
」
が

後
半
二
行
で
「
背
広
」「
旅
」
へ
入
れ
替
わ
る
。

観
念
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
へ
の
イ

メ
ー
ジ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
転

換
を
行
分
け
が
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
転

換
に
伴
い
「
ふ
ら
ん
す
」
に
託
さ
れ
た
ま
だ
見

ぬ
空
間
へ
の
憧
れ
は
「
新
し
き
背
広
」
に
袖
を

通
す
時
の
期
待
感
や
緊
張
感
へ
と
転
化
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
に
注
目
す
る
と
、
第
一

行
・
第
二
行
の
間
の
予
定
調
和
が
見
え
る
。
ま

た
前
半
二
行
と
後
半
二
行
の
間
の
転
換
が
見
え

る
。
前
半
二
行
の
予
定
調
和
が
憧
れ
を
憧
れ
の

ま
ま
に
保
ち
、
後
半
二
行
の
転
換
が
形
を
持
た

な
い
心
情
を
具
体
物
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
転
化
す

る
。
こ
う
し
て
「
旅
上
」
は
憧
れ
と
い
う
心
情

の
純
粋
性
を
保
ち
つ
つ
、
そ
の
う
ち
に
あ
る
情

熱
や
喜
び
を
す
く
い
取
っ
て
、
初
春
の
旅
の
情

景
に
鮮
や
か
に
昇
華
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
の

詩
行
は
、
こ
の
旅
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
「
み

づ
い
ろ
」
の
窓
の
外
の
情
景
へ
と
開
い
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
働
き
の
中
心
に
あ
る
の
が
、

行
と
い
う
形
式
な
の
で
あ
る
。

　

行
に
注
目
し
て
読
む
こ
と
は
方
法
で
あ
る
。

方
法
は
別
の
詩
に
適
用
で
き
る
。
と
い
う
こ
と

は
一
般
化
し
て
教
え
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
、

読
み
手
が
自
ら
応
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

大
学
一
年
生
向
け
の
詩
の
授
業
で
四
行
詩
を

行
ご
と
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
四
コ
マ
漫
画
に
す

る
作
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
題
材
と
し
て
工

藤
直
子
「
の
は
ら
う
た
」
を
用
い
た
が
、
授
業

の
テ
ー
マ
は
詩
人
や
作
品
の
特
徴
で
は
な
く
詩

の
行
に
置
い
た
。
個
別
の
詩
の
解
釈
は
経
験
と

し
て
な
か
な
か
積
み
重
ね
に
く
い
。
だ
が
、
方

法
は
経
験
と
し
て
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

詩
を
読
む
に
は
散
文
を
読
む
時
と
異
な
る
勘

所
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
詩
の
形
式
に
関
わ
る
。

そ
う
し
た
詩
を
読
む
時
の
勘
所
を
方
法
と
し
て

伝
え
る
こ
と
で
、
日
常
的
な
言
葉
と
異
な
る
詩

の
言
葉
の
魅
力
や
面
白
さ
を
味
わ
う
手
段
を
読

み
手
が
自
ら
の
も
の
と
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

（
と
つ
か 

ま
な
ぶ
・
常
葉
大
学
）
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お
気
に
入
り
の
一
首
を
見
つ
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
熱
く
語
る
授
業
を

千
葉
聡

特
集
　
文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

一　

一
首
を
め
ぐ
っ
て
議
論
す
る
喜
び
を

　

多
く
の
生
徒
が
国
語
の
教
科
書
を
通
し
て
、

初
め
て
短
歌
に
触
れ
る
。
そ
れ
は
教
員
も
同
じ

だ
。
歌
集
は
少
部
数
の
自
費
出
版
が
主
流
で
あ

り
、
な
か
な
か
書
店
に
流
通
し
な
い
。
与
謝
野

晶
子
の
何
首
か
を
知
っ
て
い
る
人
は
い
る
だ
ろ

う
が
、『
み
だ
れ
髪
』
を
読
み
と
お
し
た
と
い

う
人
は
、
一
体
ど
れ
く
ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
千
葉
さ
ん
、
短
歌
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
教
え

た
ら
い
い
の
？
」

　

よ
く
質
問
を
向
け
ら
れ
る
。
私
は
二
十
代
の

頃
か
ら
短
歌
誌
「
か
ば
ん
」
に
所
属
し
て
お
り
、

歌
集
を
何
冊
か
上
梓
し
て
い
る
。
そ
れ
を
同
僚

に
も
寄
贈
し
て
い
る
の
で
、
勤
務
校
の
国
語
科

準
備
室
内
に
は
「
短
歌
の
こ
と
は
千
葉
に
訊

け
」
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
の
だ
。

「
い
や
ぁ
、
私
に
も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
授

業
で
は
作
品
の
意
味
内
容
を
詳
し
く
解
説
し
た

り
し
ま
す
が
、
短
歌
も
俳
句
も
、『
こ
こ
が
面

白
い
よ
』
と
解
説
す
る
と
、
逆
に
味
気
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
ね
ぇ
」

「
そ
う
だ
よ
な
ぁ
。
そ
れ
で
も
授
業
で
は
、
何

か
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
解
説
し
な
い
と
い
け
な

い
ん
だ
よ
な
ぁ
」

　

わ
れ
わ
れ
国
語
教
師
た
ち
は
う
な
ず
き
合
う
。

「
そ
れ
に
し
て
も
、
千
葉
さ
ん
は
な
ぜ
短
歌
を

詠
も
う
と
思
っ
た
の
？
」

　

放
課
後
、
多
少
余
裕
が
あ
る
と
き
に
は
、
こ

ん
な
こ
と
を
訊
か
れ
る
。
お
茶
の
香
り
の
向
こ

う
の
同
僚
に
、
私
は
答
え
る
。

「
も
ち
ろ
ん
、
短
歌
を
好
き
に
な
っ
た
か
ら
で

す
よ
」

「
ど
ん
な
短
歌
が
気
に
入
っ
た
の
？
」

「
た
と
え
ば
、
穂
村
弘
の
『
校
庭
の
地
な
ら
し

用
の
ロ
ー
ラ
ー
に
座
れ
ば
世
界
中
が
夕
焼
け
』

と
か
。
い
い
歌
で
し
ょ
う
？
」

　

す
る
と
同
僚
た
ち
は
「
い
い
ね
。
情
景
が

目
に
浮
か
ぶ
な
ぁ
」
と
か
、「
こ
れ
だ
け
だ
と
、

だ
れ
が
や
っ
て
い
る
行
為
な
の
か
が
分
か
ら
な

い
よ
」
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
言
っ
て
く

れ
る
。

「
地
な
ら
し
用
の
ロ
ー
ラ
ー
な
ん
て
、
今
の
生

徒
た
ち
は
知
り
ま
せ
ん
よ
」

「
い
や
、
分
か
る
で
し
ょ
！　

歌
の
主
人
公
の

小
さ
さ
と
、
世
界
の
大
き
さ
を
表
現
し
て
い
て
、

な
か
な
か
面
白
い
」

「
そ
う
で
す
か
？　
『
世
界
中
が
』
な
ん
て
、

大
げ
さ
す
ぎ
て
つ
い
て
い
け
ま
せ
ん
」

「
確
か
に
そ
こ
は
大
げ
さ
、
と
い
う
よ
り
大
雑

把
だ
け
れ
ど
、
そ
の
あ
と
に
『
夕
焼
け
』
が
出

て
く
る
の
が
、
意
外
で
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
ぁ
」

　

そ
こ
へ
生
徒
た
ち
が
、
何
か
の
用
事
で
や
っ

て
く
る
。

「
な
ん
だ
か
盛
り
上
が
っ
て
ま
す
ね
。
何
を
話

し
て
る
ん
で
す
か
？
」

「
千
葉
先
生
、
さ
っ
き
の
一
首
を
書
い
て
み
て

く
だ
さ
い
よ
」

　

連
絡
用
の
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
、
私
が
さ
っ
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文
学
教
材
で
何
を
教
え
る
か

き
の
一
首
を
書
く
と
、
今
度
は
生
徒
の
一
人
が

「
い
か
に
も
青
春
っ
て
感
じ
で
す
ね
」
と
意
見
を

述
べ
た
り
し
て
、
さ
ら
に
議
論
は
盛
り
上
が
る
。

　

こ
れ
こ
そ
、
文
学
の
喜
び
だ
。
国
語
教
師
も

生
徒
も
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
自
ら
の
感
性

を
信
じ
て
、
議
論
を
繰
り
広
げ
る
の
だ
。
意
見

を
口
に
す
る
こ
と
で
、
本
来
の
自
分
に
立
ち
返

る
。
と
き
に
誰
か
と
思
い
を
共
有
で
き
る
。

　

こ
う
い
う
心
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
、
授
業
中

に
持
て
な
い
だ
ろ
う
か
。

二　

言
葉
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と

　

短
歌
を
め
ぐ
っ
て
の
楽
し
い
話
し
合
い
を
生

み
出
す
に
は
、
ま
ず
意
見
を
言
い
や
す
い
雰
囲

気
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
だ
。
教
員
が
教
科
書

掲
載
歌
の
解
説
を
し
、
そ
の
あ
と
で
「
ど
う
思

い
ま
す
か
？
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
生
徒
た

ち
は
、
教
師
の
気
に
入
る
無
難
な
答
え
を
返
さ

な
い
と
い
け
な
い
、
と
思
う
だ
け
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
私
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
力
を
信
じ

て
、
授
業
で
私
が
解
説
す
る
こ
と
な
く
、
生
徒

た
ち
に
、
自
由
に
短
歌
を
味
わ
う
よ
う
に
さ
せ

て
み
た
。『
明
解
国
語
総
合
』
所
載
の
「
遠
い

片
手　

短
歌
九
首
」
に
は
、
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

の
も
と
に
三
首
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

ふ
た
り

対
岸
を
つ
ま
ず
き
な
が
ら
ゆ
く
君
の
遠
い
片

手
に
触
り
た
か
っ
た　
　
　
　
　

永
田
紅

終
バ
ス
に
ふ
た
り
は
眠
る
紫
の
〈
降
り
ま
す

ラ
ン
プ
〉
に
取
り
囲
ま
れ
て　
　

穂
村
弘

夜
が
明
け
て
や
は
り
淋
し
い
春
の
野
を
ふ
た

り
歩
い
て
ゆ
く
は
ず
で
し
た　
　

東
直
子

　

こ
こ
に
並
ん
だ
三
首
は
、
ど
れ
も
歌
の
奥
に
、

何
か
深
い
人
間
ド
ラ
マ
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。

だ
が
、
字
面
を
追
う
と
、
ど
れ
も
分
か
り
や
す

い
言
葉
ば
か
り
だ
。

　

そ
こ
で
、
生
徒
た
ち
に
訊
い
て
み
る
。

「
ど
の
歌
が
気
に
入
り
ま
し
た
か
？
」

　

作
品
の
世
界
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
な
く
て

も
、
三
首
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
を
挙
げ
れ
ば

い
い
。
生
徒
に
と
っ
て
は
楽
な
質
問
だ
。

「
で
は
、
そ
の
歌
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
い
い
と

思
っ
た
の
で
す
か
？
」

　

こ
れ
は
や
や
難
易
度
が
上
が
る
。
だ
か
ら
、

そ
っ
と
助
け
舟
を
出
し
て
お
き
た
い
。

「
そ
の
歌
の
中
の
、
ど
の
言
葉
を
い
い
と
思
っ

た
の
か
、
教
え
て
く
れ
れ
ば
い
い
で
す
よ
」

　

短
歌
は
磨
き
上
げ
ら
れ
た
言
葉
の
一
連
だ
。

だ
か
ら
、
一
首
の
中
の
ど
の
言
葉
を
取
り
上

げ
て
も
、
格
好
が
つ
く
。
生
徒
は
、「
永
田
紅

の
歌
の
『
つ
ま
ず
き
な
が
ら
』
と
い
う
言
葉

に
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
」
と
か
、「
穂
村
作
品
の

〈
降
り
ま
す
ラ
ン
プ
〉
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
」

と
か
答
え
れ
ば
い
い
。
だ
が
、
こ
う
し
て
、
形

式
的
で
も
「
こ
の
歌
の
、
こ
の
言
葉
が
い
い
」

と
発
言
し
た
と
た
ん
、
人
は
魔
法
に
か
か
る
。

「
自
分
は
こ
れ
が
好
き
だ
」
と
認
識
す
る
こ
と

で
、
人
は
そ
の
歌
に
、
歌
の
中
の
言
葉
に
、
こ

だ
わ
り
や
思
い
入
れ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　

ま
た
、
言
葉
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
、

人
は
そ
の
一
首
を
深
く
読
み
解
き
た
い
と
い
う

意
欲
を
か
き
た
て
ら
れ
る
。
生
徒
の
口
か
ら
、

こ
こ
ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
授
業

は
面
白
い
議
論
に
向
け
て
動
き
出
す
だ
ろ
う
。

三　

謎
の
含
ま
れ
た
一
首
を

　

前
掲
の
「
ふ
た
り
」
三
首
の
よ
う
に
、
優
れ

た
一
首
は
、
と
き
に
物
語
の
一
部
の
よ
う
に
見

え
る
。
生
徒
た
ち
は
、
歌
の
背
景
と
な
る
物
語

の
全
体
像
を
掴
む
た
め
に
、
想
像
力
を
用
い
る

し
か
な
い
。

　

教
室
で
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
、
想
像
力
を
い

た
く
刺
激
さ
せ
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
、
謎
の
含
ま

れ
た
一
首
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
謎
に
向

か
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
れ
ば
、

議
論
は
大
成
功
で
あ
ろ
う
。

　
『
明
解
国
語
総
合
』
に
は
、
謎
の
含
ま
れ
た

短
歌
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
清
新

な
現
代
短
歌
で
あ
る
。
ぜ
ひ
、
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。

�

（
ち
ば 

さ
と
し
・
横
浜
市
立
桜
丘
高
等
学
校
）
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「
友
情
」
の
あ
り
方
か
ら
読
む
「
木
曾
の
最
期
」

小
助
川
元
太

古
典
指
導
の
ヒ
ン
ト

一　

は
じ
め
に

　

古
典
の
授
業
は
文
法
解
説
と
口
語
訳
だ
け
の

つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
生
徒
は
多

い
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
、
古
典
文
学
の

面
白
さ
を
伝
え
た
い
。
そ
こ
で
、
文
法
解
説
を

最
小
限
に
抑
え
、
授
業
の
中
心
を
作
品
テ
ー
マ

の
考
察
に
絞
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、「
国
語
総
合
」
の
定
番
教
材
で
あ
る

『
平
家
物
語
』「
木
曾
の
最
期
」
を
、
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
身
近
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
友
情
」
の

あ
り
方
か
ら
読
ん
で
み
た
い
。

二 

「
木
曾
の
最
期
」
で
描
か
れ
る
「
友
情
」

　
「
木
曾
の
最
期
」
は
、
栄
華
を
極
め
た
平
家

一
門
を
都
か
ら
追
い
出
し
、
一
時
は
天
下
を

取
っ
た
か
に
見
え
た
木
曾
（
源
）
義
仲
が
、
源

頼
朝
の
派
遣
し
た
軍
勢
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
ら

れ
、
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
主

従
二
騎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
義
仲
と
今
井
四
郎

兼
平
の
や
り
と
り
が
中
心
と
な
る
が
、
そ
こ
に

は
当
時
の
武
士
特
有
の
価
値
観
と
と
も
に
、
現

代
に
も
通
用
す
る
人
と
人
と
の
心
の
絆
が
、
簡

潔
な
表
現
の
中
に
も
細
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

絶
体
絶
命
と
な
っ
た
義
仲
と
今
井
に
残
さ
れ

た
道
は
、
討
ち
死
に
す
る
か
、
自
害
す
る
か
で

あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
は
、
し
ば
し
ば
「
名

を
惜
し
む
（
＝
不
名
誉
を
恐
れ
る
）」
武
士
の

姿
が
描
か
れ
る
（
た
と
え
ば
、
巻
一
一
「
弓

流
」
で
は
、
戦
の
最
中
に
海
に
弓
を
落
と
し
て

し
ま
っ
た
源
義
経
が
、
弓
の
尫お
う

弱じ
ゃ
く
さ
を
敵
に

嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
命
が
け
で
そ
れ
を

拾
う
姿
が
描
か
れ
る
）。
こ
の
場
合
、
義
仲
が

「
名
を
惜
し
む
」
な
ら
ば
、
最
良
の
選
択
は
自

害
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
井
が
「
日
ご
ろ
は

何
と
も
覚
え
ぬ
鎧
が
今
日
は
重
う
な
つ
た
る
ぞ

や
。」
と
弱
音
を
吐
く
義
仲
を
「
御
身
も
い
ま

だ
疲
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
。」
と
励
ま
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
義
仲
が
と
も
に
戦
う
こ
と
を
望

ん
だ
と
き
に
「
御
身
は
疲
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
候

ふ
」
と
相
反
す
る
指
摘
を
し
た
の
は
、
義
仲
に

自
害
を
勧
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
垣

間
見
え
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
に
義
仲
の
名
誉
を

守
り
た
い
と
願
う
今
井
の
「
友
情
」
で
あ
る
。

三　

今
井
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
さ
せ
る

　

相
手
に
自
害
を
勧
め
る
こ
と
が
「
友
情
」
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
現
代
を
生
き
る
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
は
や
や
受
け
入
れ
が
た
い
価
値
観
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
時
代
、
名
の
あ
る

武
士
が
名
も
な
き
雑
兵
に
首
を
取
ら
れ
る
こ
と

は
、
後
々
ま
で
残
る
恥
で
あ
り
、
名
誉
を
保
持

す
る
た
め
に
は
、
討
ち
取
ら
れ
る
前
に
自
害
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
今
井
が
最
も

恐
れ
た
の
は
、
自
分
が
大
切
に
思
う
義
仲
が
不

名
誉
な
最
期
を
遂
げ
、
後
の
世
の
者
た
ち
に
嘲

笑
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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触
れ
る
た
め
に
は
、
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
現
実
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
力
で
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え

る
た
め
の
ス
キ
ル
、
す
な
わ
ち
文
法
や
語
彙
を

身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
読
め
な

か
っ
た
も
の
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
知

的
な
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
し
、
文
法
的
な
違
い
が
作
品
の
重
要
な
解

釈
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
品
詞
分
解
や
口

語
訳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
全
く
必
要
の
な
い
も

の
だ
と
は
思
わ
な
い
。

　

だ
が
、
内
容
の
面
白
さ
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
終
始
す
る
だ
け
で

は
、
生
徒
た
ち
は
ま
す
ま
す
古
典
か
ら
離
れ
て

行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

古
典
を
読
む
楽
し
さ
は
、
今
を
生
き
る
我
々

が
、
何
百
年
も
前
の
人
と
繋
が
る
こ
と
の
で
き

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
古
典
文
学
が

読
む
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
う
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
を
扱
う
教
員
自
身

が
「
教
科
書
の
古
典
は
つ
ま
ら
な
い
」
と
決
め

つ
け
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
向
き
合
っ
て

み
て
、
そ
の
面
白
さ
を
発
見
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
古
典
嫌
い
の
生
徒
を
減
ら
す
た
め

の
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
こ
す
け
が
わ 

が
ん
た
・
愛
媛
大
学
）

が
行
き
が
ち
で
あ
る
が
、
よ
り
作
品
を
深
く
読

む
た
め
に
、
義
仲
の
言
動
に
も
注
目
さ
せ
た
い
。

　

義
仲
の
望
み
は
、
生
死
を
と
も
に
す
る
と
誓

い
合
っ
た
親
友
今
井
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
義
仲
に
と
っ
て
は
、
名

誉
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

彼
が
今
井
の
説
得
に
応
じ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か

を
考
え
さ
せ
て
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、

「
も
し
自
分
が
義
仲
の
立
場
で
あ
っ
た
ら
、

１
．
今
井
の
説
得
に
応
じ
て
、
一
人
で
自
害

に
向
か
う
。

２
．
今
井
の
説
得
に
従
わ
ず
、
一
緒
に
戦
う
。

の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
発
問
を
し
て
、
小
集
団
で
の
話
し
合
い

を
さ
せ
て
み
る
と
、
今
井
の
義
仲
に
対
す
る

「
友
情
」
だ
け
で
は
な
く
、
義
仲
の
今
井
に
対

す
る
「
友
情
」
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
、

二
人
の
「
友
情
」
の
あ
り
方
へ
の
理
解
が
よ
り

深
ま
る
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

よ
く
「
教
科
書
の
古
典
は
つ
ま
ら
な
い
」
と

い
う
話
を
聞
く
。
た
し
か
に
教
科
書
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
た
め
、
掲
載
で
き
る
作
品

は
限
ら
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
古
典
の
世
界
に

　

そ
う
し
た
背
景
を
押
さ
え
た
上
で
、
生
徒
に

は
、

「
も
し
自
分
が
今
井
の
立
場
で
あ
っ
た
ら
、

１
．
義
仲
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、
と
も
に

討
ち
死
に
す
る
。

２
．
あ
く
ま
で
も
義
仲
に
自
害
を
勧
め
る
。

の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
発
問
を
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
場
合
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

導
入
す
る
と
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
っ
て
も
、
四
～
五

人
と
い
っ
た
小
集
団
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
選
択
と
そ
の
理
由
を
発
表
さ
せ
る
と

い
う
簡
単
な
方
法
で
良
い
。
生
徒
同
士
の
意
見

交
換
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
る
「
友
情
」

の
あ
り
方
の
違
い
が
見
え
た
り
、
こ
の
と
き
の

今
井
の
切
実
な
思
い
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た

り
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
作
品
で
描
か
れ
る
ド
ラ
マ
を
、

自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
、

生
徒
た
ち
は
古
典
文
学
を
読
む
こ
と
が
決
し
て

無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず

で
あ
る
。

四　

義
仲
の
言
動
に
注
目
さ
せ
る

　

ま
た
、
本
場
面
で
は
今
井
の
言
動
の
み
に
目
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身
近
な
事
柄
に
引
き
付
け
て
　
―
漢
文
指
導
の
ヒ
ン
ト
―

瀧
康
秀

古
典
指
導
の
ヒ
ン
ト

　

漢
字
ば
か
り
で
書
か
れ
て
い
る
外
国
の
古
典

を
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
戻
っ
た
り
し
な
が

ら
、
慣
れ
な
い
古
風
な
日
本
語
に
変
換
し
て
読

ん
で
い
く
…
…
漢
文
の
授
業
に
は
確
か
に
そ
う

い
う
と
っ
つ
き
に
く
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う

で
あ
る
。
教
材
に
よ
っ
て
は
、
二
千
数
百
年
前

の
、
紀
元
前
に
遡
る
古
代
文
明
の
産
物
で
あ
っ

た
り
す
る
の
だ
か
ら
。

　

漢
字
は
時
代
に
よ
っ
て
書
体
も
意
味
も
さ
ま

ざ
ま
に
変
化
し
て
い
る
し
、
漢
文
も
、
古
代
・

中
世
・
近
世
と
、
そ
の
文
体
を
変
え
つ
つ
今
に

至
っ
て
い
る
。
古
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
漢

語
も
文
体
も
シ
ン
プ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
、
早
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
注
釈
が
生

ま
れ
、
そ
れ
自
体
が
学
問
の
中
心
に
な
っ
て
き

た
ほ
ど
で
あ
る
。
漢
文
と
格
闘
し
て
私
も
三
十

年
以
上
に
な
る
が
、
今
で
も
漢
文
読
解
の
難
し

さ
に
直
面
し
て
ば
か
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
漢
文
学
習
の
最
初
に
、

生
徒
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
い
つ
も
次
の
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「
有
名
な
四
つ
の
古
代
文
明
の
文
字
で
、
今
日

ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、

漢
字
し
か
な
い
ん
だ
。
こ
れ
は
世
界
史
的
に
見

て
も
、
特
別
な
こ
と
だ
と
わ
か
る
だ
ろ
う
？
」

「『
論
語
』
の
〝
学
而
時
習
之
、
不
亦
説
乎
。

〔
学
び
て
時
に
之こ
れ

を
習
ふ
、
亦ま

た

説よ
ろ
こば
し
か
ら
ず

や
〕〟
な
ど
は
、
高
校
は
も
ち
ろ
ん
、
中
学
の

教
科
書
に
も
出
て
い
る
が
、
こ
の
『
学
而
時
習

之　

不
亦
説
乎
』
と
い
う
字
句
は
、
実
に
紀
元

前
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
誕
生
以

前
か
ら
変
わ
ら
ず
に
伝
え
ら
れ
た
字
句
を
、
日

本
の
中
・
高
生
は
学
べ
て
い
る
！
」

「
そ
れ
に
、
ほ
ら
朋
美
さ
ん
（
仮
名
）。
あ
な

た
の
名
前
の
「
朋
」
は
、『
論
語
』
の
、
さ
っ

き
言
っ
た
「
学
而
…
…
」
の
後
に
出
て
く
る

〝
有
朋
自
遠
方
来
、〔
朋と
も

の
遠
方
自よ

り
来
た
る
有

り
〕」〟
の
「
朋
」
だ
よ
！　

意
味
も
同
じ
だ
。

君
た
ち
が
自
覚
し
て
な
い
だ
け
で
、
私
た
ち
の

今
日
の
生
活
・
文
化
の
中
に
、
漢
語
・
漢
文
が

育
ん
で
き
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
う
い
う
発
見
が
い
く
ら
も
で
き
る
。
だ
か
ら

君
た
ち
は
、
世
界
的
に
見
て
も
稀
な
、
こ
の
特

別
な
学
習
環
境
を
生
か
さ
な
い
手
は
な
い
！
」

　

日
常
、
漢
字
と
触
れ
合
っ
て
い
る
日
本
の

中
・
高
生
は
、
今
な
お
世
界
の
中
で
も
漢
文
と

特
別
な
近
さ
に
あ
る
。
自
分
た
ち
の
文
化
の
背

景
を
知
る
た
め
に
も
漢
文
は
読
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
、
と
さ
え
い
え
る
ほ
ど
だ
。
入
門
期
の

生
徒
に
は
、
漢
文
の
、
こ
う
い
っ
た
身
近
さ
と

い
う
側
面
を
ま
ず
強
調
し
、
親
し
み
や
す
い
点

の
多
く
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て
い
き
た
い
。

　

と
っ
つ
き
や
す
さ
、
親
し
み
や
す
さ
を
感
じ

さ
せ
る
糸
口
と
し
て
は
、
先
の
名
前
の
例
も
そ

の
一
つ
だ
が
、
今
日
の
我
々
の
文
化
と
も
関
連

し
、
身
近
に
あ
る
か
ら
こ
そ
普
段
そ
れ
と
意
識

し
に
く
い
、
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
に
関
係
す
る

事
柄
に
注
目
さ
せ
る
の
も
有
効
で
あ
る
。
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辞
任
」、
ウ
で
は
「
辞
去
」
な
ど
の
熟
語
が
思

い
浮
か
ぶ
。
身
近
な
熟
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る

場
合
は
、
ぜ
ひ
生
徒
に
発
見
さ
せ
た
い
。

※
注 

（
一
）
が
ア
、（
二
）（
四
）（
五
）
が
ウ
、

（
三
）
が
イ
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
鴻
門
之
会
」
の
段
階
で
は

「
沛
公
」
と
称
さ
れ
た
劉
邦
で
あ
る
が
、「
四
面

楚
歌
」
に
お
い
て
項
羽
軍
を
取
り
巻
く
の
は
、

劉
邦
の
指
揮
す
る
「
漢
軍
」
で
あ
る
。
つ
ま
り

劉
邦
は
漢
王
に
な
っ
て
い
る
。
沛
公
は
、
項
羽

に
与
え
ら
れ
た
狭
隘
な
盆
地
に
過
ぎ
な
か
っ
た

漢
中
に
拠
点
を
置
き
、
漢
王
と
称
し
た
の
で
あ

る
。
後
に
項
羽
の
楚
を
破
り
、
天
下
を
平
定
し

た
漢
王
・
劉
邦
は
、
新
帝
国
の
国
号
を
そ
の
ま

ま
漢
と
し
た
。
短
命
に
終
わ
っ
た
秦
と
異
な
り
、

こ
の
漢
帝
国
が
前
・
後
四
百
年
に
亘
っ
て
存
在

し
た
た
め
、
漢
こ
そ
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
ま
で

至
る
中
国
諸
帝
国
の
基
本
形
を
築
い
た
と
い
え

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
使
う
字
は
「
漢
」

字
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
鴻
門
で
沛
公
が

項
荘
に
切
ら
れ
、
項
羽
の
楚
が
磐
石
の
帝
国
と

な
っ
て
い
た
ら
、
漢
字
は
、
な
ん
と
楚
字
と
呼

ば
れ
た
か
も
し
れ
な
い
よ
。」
と
、
私
は
歴
史

の
「
も
し
も
」
を
生
徒
に
語
っ
た
り
す
る
。
こ

れ
も
、
漢
文
を
少
し
で
も
身
近
に
感
じ
て
も
ら

う
た
め
の
方
便
で
あ
る
。

（
た
き 

や
す
ひ
で
・
清
泉
女
学
院
中
学
高
等
学
校
）

漢
文
中
に
お
い
て
一
字
で
表
現
さ
れ
た
語
に
つ

い
て
、
今
日
我
々
が
用
い
る
二
字
熟
語
に
置
き

換
え
さ
せ
、
そ
の
意
味
を
特
定
さ
せ
る
よ
う
に

す
る
と
よ
い
。
古
代
に
遡
る
ほ
ど
漢
語
表
現
は

シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
一
字
・
一
音
・
一
単
語
で

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
時
代
が
下
る

に
つ
れ
、「
謝
」
な
ら
そ
の
字
義
の
中
の
三
つ
、

ア
「
あ
や
ま
る
」、
イ
「
礼
を
言
う
」、
ウ
「
断

る
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
謝
罪
」「
感
謝
」「
謝

絶
」
な
ど
の
熟
語
で
表
現
し
、
意
味
を
わ
か
り

や
す
く
伝
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

※
注 

（
一
）（
三
）
が
ア
、（
二
）
は
イ
の
意
味
で

あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
在
日
本
語
と
な
っ
て
い
る
熟

語
と
漢
文
中
の
熟
語
と
で
は
意
味
が
微
妙
に
ず

れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
漢
和
辞
典
で
確
認
さ
せ

つ
つ
一
字
の
語
を
身
近
な
二
字
熟
語
に
置
き

換
え
さ
せ
て
い
く
練
習
は
、
漢
文
学
習
に
お

い
て
生
徒
の
理
解
を
大
い
に
助
け
る
。
多
く

の
漢
文
指
導
者
が
実
践
し
て
い
る
や
り
方
で

あ
る
。「
鴻
門
之
会
」
で
は
、
ほ
か
に
（
一
）

「
卮
酒
安
辞
足
。」、（
二
）「
今
者
出
未
辞
也
。」、

（
三
）「
大
礼
不
辞
小
譲
。」、（
四
）「
何
辞
為
。」、

（
五
）「
不
能
辞
。」
と
、「
辞
」
も
頻
用
さ
れ
る
。

こ
の
字
も
多
義
で
あ
り
、
ア
「
断
る
・
や
め

る
」、
イ
「
気
に
か
け
る
」、
ウ
「
別
れ
を
告
げ

る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
ア
で
は
「
固
辞
・

　
『
史
記
』「
鴻
門
之
会
」「
四
面
楚
歌
」
は
、

教
科
書
に
お
い
て
不
動
の
地
位
に
あ
る
教
材
で

あ
る
。
緊
迫
し
た
人
間
関
係
が
交
錯
し
て
実
に

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
で
あ
り
、
簡
潔
で
要
を

得
た
文
体
は
読
み
や
す
く
、
学
習
に
資
す
る
語

法
・
句
法
も
少
な
く
な
い
。
時
代
背
景
も
、
秦

末
漢
帝
国
成
立
前
夜
と
い
う
、
東
ア
ジ
ア
史
の

み
な
ら
ず
、
世
界
史
上
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

漢
文
学
習
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品

と
言
え
る
。
こ
れ
を
例
に
取
ろ
う
。

　

ま
ず
、「
鴻
門
之
会
」
に
至
る
経
緯
に
つ
い

て
、
リ
ー
ド
文
（
解
説
文
）
を
読
み
合
わ
せ
る

な
ど
し
て
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

世
界
史
で
必
ず
学
ぶ
始
皇
帝
の
統
一
事
業
の
う

ち
、
文
字
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
よ
い
。

各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
が
使
わ
れ
て
い
た
の

を
、
始
皇
帝
は
篆
書
に
統
一
し
た
。
こ
の
篆
書

は
、
日
本
の
公
的
文
書
で
今
な
お
欠
か
せ
な
い

印
鑑
の
書
体
、
印
篆
の
元
と
な
っ
た
が
、
生
徒

の
多
く
に
は
そ
の
認
識
が
な
い
の
で
、
知
ら
せ

て
お
き
た
い
。
二
千
年
以
上
前
の
大
事
業
の
さ

さ
や
か
な
余
波
は
、
こ
ん
な
身
近
な
所
に
ま
で

及
ん
で
い
た
の
だ
、
と
。

　

さ
て
「
鴻
門
之
会
」
で
は
、（
一
）「
沛
公

（
略
）
謝
曰
…
…
」、（
二
）「
噲
拝
謝
起
…
…
」、

（
三
）「
張
良
入
謝
曰
…
…
」
と
「
謝
」
字
が
複

数
回
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
箇
所
を
機
に
、
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「
伝
え
る
」を「
伝
わ
る
」に

―
全
国
高
校
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
二
〇
一
四

澤
口
哲
弥

１　

初
の
高
校
生
全
国
大
会

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
が
に
わ
か
に
活
気
づ
い
て
い
る
。
読
ん
で
面
白
か
っ
た
本
を
五
分
間
で
紹
介
し
、

聴
衆
に
最
も
「
読
み
た
い
」
と
思
わ
せ
た
本
が

0

0

「
チ
ャ
ン
プ
本
」
と
し
て
選
ば
れ
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。

　

そ
の
全
国
大
会
（
活
字
文
化
推
進
会
議
主
催
）
に
今
回
参
戦
し
た
。
大
学
生
の
大
会
は
こ
れ
ま
で
に

あ
っ
た
が
、
高
校
生
の
全
国
大
会
は
初
め
て
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一
月
十
一
日
、
よ
み
う
り
大
手
町

ホ
ー
ル
に
全
国
八
ブ
ロ
ッ
ク
の
予
選
を
通
過
し
た
十
六
名
の
「
バ
ト
ラ
ー
」
が
集
っ
た
。

　

津
西
高
校
か
ら
の
参
戦
者
は
二
年
生
の
Ｓ
。『
絶
叫
仮
面
』（
作
：
吉
見
知
子�

絵
：
平
山
け
い
こ
）

を
携
え
て
参
戦
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
度
か
ら
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
校
内
大
会
を
開
催
し
て
い
る
本
校

で
は
、
す
で
に
コ
ア
な
愛
好
者
が
育
っ
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
予
選
は
四

つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
、
プ
レ
ゼ
ン
５
分
＋
質
疑
応
答
２
分
の
計
７
分
〔
決
勝
は
質
疑
応
答
が
３

分
で
計
８
分
〕。
ジ
ャ
ッ
ジ
を
す
る
の
は
団
扇
を
挙
げ
て
意
思
表
示
〔
決
勝
は
投
票
〕
を
す
る
す
べ
て

の
聴
衆
で
あ
る
。
さ
す
が
に
百
戦
錬
磨
の
バ
ト
ラ
ー
た
ち
、
堂
々
と
し
た
戦
い
ぶ
り
で
あ
っ
た
。「
会

場
の
年
齢
層
が
高
か
っ
た
で
す
ね
」
と
の
Ｓ
の
こ
と
ば
通
り
、
出
版
業
界
や
教
育
産
業
関
係
の
方
々
な

ど
も
聴
衆
と
し
て
紛
れ
込
ん
で
い
る
気
配
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
高
校
生
が
笑
い
も
取
る
わ
け
だ
か
ら
、

や
は
り
ツ
ワ
モ
ノ
の
集
ま
り
で
あ
る
。

　

予
選
を
勝
ち
抜
い
た
本
は
、『
わ
た
し
が
正
義
に
つ
い
て
語
る
な
ら
』（
や
な
せ
た
か
し
）、『
恋
文

の
技
術
』（
森
見
登
美
彦
）、『
結
構
相
手
は
抽
選
で
』（
垣
谷
美
雨
）、『
冷
た
い
校
舎
の
時
は
止
ま
る
』

（
辻
村
深
月
）。
学
校
の
先
生
が
選
書
し
た
ら
こ
う
は
な
る
ま
い
と
い
う
、「
生
徒
の
生
徒
に
よ
る
生
徒

の
た
め
の
」
選
書
の
妙
。
こ
れ
が
ま
た
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
愉
し
み
で
も
あ
る
。

２　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
指
導

　

自
分
の
好
き
な
本
を
紹
介
す
る
か
ら
簡
単
と
思
い
き
や
、
や
っ
て
み
る
と
結
構
こ
れ
が
難
し
い
。

　

生
徒
は
、
往
々
に
し
て
五
分
間
の
構
成
が
で
き
ず
、
時
間
を
余
ら
せ
た
り
、
不
足
さ
せ
た
り
、
話
を

ね
じ
ら
せ
た
り
を
繰
り
返
す
。
時
系
列
で
話
す
の
が
原
因
だ
が
、
こ
の
場
合
は
、
な
る
べ
く
構
造
化
し

て
話
す
よ
う
に
、
図
化
等
を
取
り
入
れ
指
導
を
す
る
。
ま
た
、「
面
白
い
」
な
ど
の
安
易
な
こ
と
ば
を
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「
伝
え
る
」
を「
伝
わ
る
」
に

使
わ
ず
、
面
白
い
と
聴
衆
に
思
わ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

表
現
を
編
み
出
さ
せ
る
指
導
を
す
る
。
選
書
に
関
し
て
は
、
こ

れ
は
も
う
ビ
ジ
ネ
ス
講
座
で
あ
る
。
ど
こ
に
商
機
が
あ
る
か
を
対
話
し
な
が
ら
決
定
し
て
い
く
。

　

Ｓ
は
終
了
後
「
先
生
、
や
は
り
選
書
で
半
分
は
決
ま
り
ま
す
ね
」
と
総
括
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
結
果

的
に
は
「
話
し
ぶ
り
」
よ
り
は
本
の
中
身
で
勝
負
が
決
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
聴
衆
を
あ
ら
か
じ
め
予

測
し
た
効
果
的
な
選
書
が
、
こ
と
大
会
に
お
い
て
は
重
要
な
よ
う
だ
。
あ
と
は
、
聴
衆
の
「
既
知
の
中

に
あ
る
未
知
の
扉
」
を
う
ま
く
開
け
ば
、
た
い
て
い
は
あ
た
り
が
つ
く
。

３　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
国
語
科

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
本
を
通
し
て
人
が
つ
な
が
る
こ
と
に
意
義
を
置
く
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨

や
ル
ー
ル
の
詳
細
に
つ
い
て
は
「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
普
及
委
員
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
る

の
で
、
こ
こ
で
は
国
語
科
に
お
け
る
学
び
と
の
絡
み
で
そ
の
意
義
に
触
れ
て
み
た
い
。

　

説
得
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
観
点
か
ら
見
て
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
は
、
①
選
書
、
②
情
報
の

統
合
と
解
釈
、
③
聴
衆
の
想
定
、
④
言
語
表
現
の
四
つ
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
（
戦
略
）
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
聴
き
手
を
「
読
み
」
な
が
ら
説
得
を
目
指
す

0

0

0

0

0

0

、
総
合
的
戦
略
で
あ
る
。
同
じ
本
を
紹
介
す
る
の

で
も
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
と
の
違
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
一
方
的
に
「
伝
え
る
」
こ
と
か
ら
効
果
的
に
「
伝
わ

る
」
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
、
か
な
り
明
確
な
目
的
性
が
あ
る
の
だ
。

　

例
え
ば
、「
泣
け
て
仕
方
が
な
い
本
」
と
強
調
す
る
よ
り
、「
泣
く
の
が
見
ら
れ
た
く
な
け
れ
ば
ひ
と

り
で
読
め
」
と
紹
介
し
た
ほ
う
が
効
果
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
の
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
紹
介
す

る
か
で
聴
衆
の
興
味
関
心
に
も
差
が
出
る
だ
ろ
う
。
予
選
ブ
ロ
ッ
ク
を
通
過
し
た
『
わ
た
し
が
正
義

に
つ
い
て
語
る
な
ら
』
の
プ
レ
ゼ
ン
で
は
「
正
義
」
の
意
味
を
話
題
の
中
心
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

「
年
齢
層
が
高
か
っ
た
」
方
々
の
琴
線
に
う
ま
く
触
れ
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。

　

私
た
ち
教
師
は
、
と
も
す
る
と
国
語
の
授
業
で
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
・
話
す
こ
と
」
と

を
分
け
て
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
の
指
導
で
は
、
そ
れ
ら
の
連
関
を
強
く
意

識
さ
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
論
理
的
な
文
章
に
せ
よ
文
学
的
な
文
章
や
韻
文
に
せ
よ
、
そ
こ
に
あ
る

「
伝
わ
る
」
た
め
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
戦
略
を
「
読
む
」
こ
と
は
、
巡
り
巡
っ
て
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
な

ど
の
表
現
活
動
で
活
か
さ
れ
、
逆
に
ま
た
そ
の
表
現
活
動
は
「
読
む
」
場
面
に
お
い
て
、
書
き
手
の
戦
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略
を
意
識
化
し
分
析
で
き
る
と
い
う
形
で
つ
な
が
り
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
親
し
む
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
多
く
は
、
現
代
文
の
授
業
で
こ
う
い
っ
た
読
解
や
表

現
に
精
通
し
、
よ
り
深
く
読
み
、
表
現
す
る
学
習
者
へ
と
成
長
し
て
き
た
。

　

従
来
の
枠
組
み
に
な
い
、
領
域
を
横
断
し
た
新
た
な
可
能
性
を
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
秘
め
て
い
る
。

４　

図
書
館
主
催
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル

　

最
後
に
、
身
近
な
実
践
例
と
し
て
本
校
図
書
館
で
の
と
り
く
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

津
西
高
校
で
は
、
図
書
館
行
事
と
し
て
の
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
こ
の
二
年
間
、
十
二
月
の
考
査
明
け

の
放
課
後
に
図
書
館
を
会
場
に
実
施
し
て
き
た
。
集
う
バ
ト
ラ
ー
は
約
九
名
。
聴
衆
は
毎
年
七
十
名
ほ

ど
訪
れ
る
。
バ
ト
ラ
ー
に
エ
ン
ト
リ
ー
す
る
の
は
、
授
業
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
考
え
、
話
し
合
う
こ
と

を
好
む
面
々
で
あ
る
。
所
属
の
部
活
は
、
演
劇
部
、
文
芸
部
、
邦
楽
部
か
ら
剣
道
部
な
ど
の
運
動
部
と

幅
が
広
い
。
彼
、
彼
女
ら
を
あ
え
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
れ
ば
、
既
存
の
学
校
教
育
に
飽
き
足
ら
な
い
人

び
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
聴
衆
は
み
ん
な
、
寄
席
や
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
来
る
感
覚
で
や
っ
て

く
る
。
質
疑
応
答
の
二
分
間
は
質
問
が
絶
え
ず
、
会
場
の
マ
イ
ク
係
は
大
忙
し
で
あ
る
。

　

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
も
と
も
と
大
学
の
ゼ
ミ
で
始
ま
っ
た
と
い
う
。
ゼ
ミ
生
が
本
（
文
献
）
を
紹
介

す
る
と
き
に
時
間
制
限
を
設
け
た
ら
楽
し
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ
と
の
き
っ
か
け
ら
し
い
。
し
た

が
っ
て
、
本
来
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
は
大
人
数
で
の
開
催
よ
り
は
少
人
数
が
適
し
て
い
る
。
筆
者
は
国

語
表
現
の
授
業
で
実
践
し
て
み
た
が
、
十
一
名
し
か
い
な
い
講
座
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
和
気
あ
い

あ
い
と
し
た
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
が
で
き
た
。
し
か
し
、
公
共
性
や
社
会
性
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
あ
る

程
度
の
人
数
、
し
か
も
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
（
共
通
の
文
脈
を
も
つ
）
関
係
に
な
い
他
者
に
対
し
て

プ
レ
ゼ
ン
を
す
る
ほ
う
が
教
育
的
効
果
は
高
い
と
考
え
る
。
放
課
後
の
図
書
館
行
事
は
そ
の
点
で
バ
ラ

ン
ス
が
取
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
に
は
原
稿
棒
読
み
は
で
き
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
。「
伝
わ
る
」

（
相
手
の
心
に
響
く
）
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
証
と
も
い
え
る
、
ツ
ボ
を
押
さ
え
た
さ
り
げ
な
く
も

重
要
な
ル
ー
ル
で
あ
る
。�
（
さ
わ
ぐ
ち 

て
つ
や
・
三
重
県
立
津
西
高
等
学
校
）








