
個
人
研
究
発
表

「私
の
著
作
活
動
の
中
で
、
そ
う
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ

う
す
る
衝
動
を
私
が
感
じ
、そ
れ
ゆ
え
今
や
私
が
そ
れ
を
私

の
義
務
と
み
な
す
よ
う
な
そ
う
い
う
一時
点
に
到
達
し
た
。

つ
ま
り
、
ま
さ
し
く
事
実
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、私
が
著

作
家
と
し
て
自
分
で
そ
う
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
と
こ
ろ

の
も
の
を
、
た
だ
一度
だ
け
、
可
能
な
限
り
率
直
に
、
隠
し

立
て
な
く
、
き
っ
ぱ
り
と
、
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。」
①

こ
れ
は
、
Ｓ
・キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
『私
の
著
作
活
動
ヘ

の
視
点

（∽百
∽ｏ
目
看
８
♂
【
目
．コ
Ｆ
き
一静
【
≦
寿
壺
二
２
こ

（以
下
、
単
に
『視
点
し
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に

明
ら
か
な
よ
う
に
こ
の
書
は
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
自
分

の
著
作
活
動
の
真
相
を
、
「た
だ
一度
だ
け
、
可
能
な
か
ぎ

り
率
直
に
、
隠
し
立
て
な
く
、
き
っ
ば
り
と
」
述
べ
た
も
の

斉

藤

彰

範

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
『視
点
』
は
「あ
た
か
も
宗

教
書
を
読
む
か
の
ご
と
き
思
慮
深
さ
を
も
つ
て
読
ま
れ
る
ベ

き
書
物
で
あ
る
」
と
さ
え
言
っ
て
い
る
②
。

以
上
が
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
『視
点
』
に
与
え
た

根
本
性
格
で
あ
る
。
従
っ
て
、

①
『視
点
』
そ
の
も
の
の
内
容
を
正
確
に
把
握
し
、
②
そ
の

成
果
を
彼
の
著
作
活
動
全
体
へ
と
正
確
に
適
用
す
る
な
ら

ば
、当
然
そ
れ
は
彼
の
著
作
活
動
全
般
に
関
す
る
正
当
な
解

釈
た
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。

従
来
の
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

『視
点
』
で
は
な
く
、
『哲
学
的
断
片
後
書
』
を
解
釈
の
拠
り

所
に
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
し
か
も
、解
釈
者
自

身
が
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
か
い
な
い
か
に
関
わ
り

な
く
そ
う
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

『視
点
』
だ
け
で
は
な
く
『後
書
』
に
お
い
て
も
ま
た
自
分

の
著
作
活
動
全
般
に
関
す
る
か
な
り
詳
細
な
解
説
と
構
造
分

緒
　
『視
点
』
と
い
う
著
作
の
本
質
に
つ
い
て
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析
を
行
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
『後
書
』
に
は
先
に
『視

点
』
に
見
た
よ
う
な
根
本
性
格
は
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
Ｊ
・ク
リ
マ
ク
ス
と

い
う
架
空
の
人
物
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、自
分
の
見
解
で

は
決
し
て
な
い
こ
と
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
自
ら
宣
言
し

て
は
ば
か
ら
な
い
③
。
な
る
ほ
ど
、
Ｊ
・ク
リ
マ
ク
ス
は
す

べ
て
の
偽
名
著
者
を
統
轄
す
る
位
置
に
あ
る
。そ
れ
は
確
か

に
そ
う
な
の
だ
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
偽
名
著
者
た
ち
、あ
る
い

は
個
々
の
偽
名
の
著
作
を
「彼
」
の
立
場
か
ら
説
明
し
き
っ

て
し
ま
う
な
ら
ば
、
あ
え
て
言
う
な
ら
「Ｊ
・ク
リ
マ
ク
ス

的
偏
向
」と
で
も
言
う
べ
き
事
態
に
陥
り
か
ね
な
い
。そ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
彼
が
『後
書
』
に
お
い
て

主
張
す
る
徹
底
し
た
「主
体
性
重
視
」
の
立
場
が
、
何
ら
質

的
区
別
な
し
に
、す
べ
て
の
偽
名
著
作
に
そ
の
ま
ま
無
差
別

に
適
用
さ
れ
か
ね
な
い
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。そ
の

場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
「主
体
性
」
に
必
然
的
に
付
随
す
る
宗

教
的
な
も
の
に
対
す
る
「錯
覚
」、
あ
る
い
は
「錯
覚
的
宗

教
性
」と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
反
省
を
向
け

る
こ
と
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
さ
ら
に
、感
性
的

―
審
美
的
に
誤
解
さ
れ
た
非
本
来
的
―
非
キ
リ
ス
ト
教
的
共

感
性
が
解
釈
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
本
研
究
に
お
い
て
は
あ

え
て
（い
わ
ば
、
一種
の
実
験
的
試
み
と
し
て
）『後
書
』
を

無
視
し
、
ひ
た
す
ら
『視
点
』
に
よ
つ
て
の
み
著
作
活
動
全

体
の
解
釈
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。そ
の
結
果
ど
う
な
る
か

に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
何
と
も
言
え
な

い
。
が
、
少
な
く
と
も
の
本
研
究
に
お
け
る
方
法
が
、
キ
エ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
意
図
に
ま
つ
た
く
か
な
っ
て
い
な
い
わ

け
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

Ｉ
　
感
性
的
―
―
審
美
的
実
存
の
実
質
に
つ
い
て

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
著
作
活
動
の
全
期
間
を
通
じ
て
、

自
分
が
い
わ
ゆ
る
審
美
的
著
作
家
か
ら
宗
教
的
著
作
家
へと

「精
神
的
」
に
深
化
し
、
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
こ

と
を
強
調
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「自
分
は
最
初
か
ら

宗
教
的
著
作
家
」な
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
審
美
的
著
作

は
一種
の
デ
ぞ
二
諄
”８
こ
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
「欺
く
、
迷
わ
せ
る
、
煙
に
巻
く
、

言
い
く
る
め
る
、
わ
ざ
と
戸
惑
わ
せ
る
」
等
々
、
い
ろ
い
ろ

な
訳
語
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
「真
に
受
け
さ

せ
る
」、
あ
る
い
は
「真
に
受
け
さ
せ
て
人
を
欺
く
」
と
で

も
訳
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。り■
∽」諄
二
ｏ目
は
そ
れ
自
体
と

し
て
は
、　
一種
の
虚
偽
、
あ
る
い
は
欺
喘
に
他
な
ら
な
い
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が
、
し
か
し
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、あ
る
人
に
対
し

て
何
か
を
正
確
に
、
■
つ
真
摯
に
伝
え
よ
う
と
す
る
場
合
、

し
か
も
、そ
の
相
手
が
こ
ち
ら
が
伝
え
よ
う
と
す
る
事
柄
に

関
し
て
何
ら
か
の
「誤
解
」
あ
る
い
は
「先
入
観
」
に
捕
わ

れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
相
手
が
そ
う
い
つ
た
「誤
解
」
あ

る
い
は
「先
入
観
」に
捕
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
相
手
自

身
に
「自
覚
」
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
除
去
し

て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
手
段
が

ぶ
ヨ
５
ｏ臓
一８
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
の
。
従
っ
て
、

著
作
活
動
そ
の
も
の
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
「宗
教
性
」
に

関
す
る
何
ら
か
の
「誤
解
」
あ
る
い
は
「先
入
観
」
を
除
去

す
る
、
と
い
う
働
き
を
す
る
限
り
に
お
い
て
、
〓
て∽一一静
甲

●８
は
「目
的
論
的
真
実
性
」
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
要
す
る
に
、
ζ
口
５
ｏ臓
８
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い

よ
う
な
宗
教
性
に
対
す
る
「誤
解
」が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

同
時
代
に
お
い
て
「蔓
延
」
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
方

法
と
し
て
こ
れ
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、り■
〓
Ｐ
〓
８
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
宗

教
性
に
関
す
る
誤
解
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
か
。

さ
ら
に
、著
作
活
動
全
体
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
よ

う
に
〓

，
巳
お議
８
で
ぁ
る
な
ら
、
よ
り
具
体
的
に
ど
こ
で

ど
の
よ
う
に
彼
は
読
者
を
迷
わ
せ
、
煙
に
巻
き
、
戸
惑
わ

せ
、
真
に
受
け
さ
せ
、
欺
い
た
の
か
。

本
研
究
は
今
述
べ
た
最
初
の
課
題
の
解
決
の
た
め
の
、い

わ
ば
序
論
的
考
察
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
彼
の
「同
時
代
の
コ
ペ
ン

ハ
ー
ゲ
ン
の
人
々
」
に
対
し
て
語
り
か
け
、
「彼
ら
」
を
覚

醒
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。そ
の
限
り
で
わ
れ
わ
れ
は

何
よ
り
も
ま
ず
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
彼
の
生
き
た
時

代
そ
の
も
の
、も
し
く
は
そ
の
時
代
の
精
神
的
諸
状
況
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
把
握
し
て
い
た
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
考
察
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「真
剣
さ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
物
を
見
る
目
を
い
く
ら
か

で
も
持
っ
て
い
る
人
が
、
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
界

６
Ｆ諄
一Ｆ
一８
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
を
、
も
し
く
は
い

わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
国
家
に
お
け
る
状
況
を
観
察
す
る
な
ら

ば
、疑
い
な
く
誰
で
も
直
ち
に
、極
め
て
疑
わ
し
く
思
う
に

違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
一ヽ
う
し
た
何
千
何
百
と
い
う
人
々

す
べ
て
が
自
分
を
直
ち
に
キ
リ
ス
ト
者
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
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は
、
一体
全
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
シ）の
と
て
つ
も

な
く
多
く
の
人
間
た
ち
、そ
の
と
ん
で
も
な
く
圧
倒
的
な
大

多
数
は
、お
よ
そ
人
間
が
判
定
し
得
る
一切
に
従
っ
て
言
う

な
ら
ば
、自
分
の
人
生
を
（キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
い
う
も
の

と
は
）
全
く
別
の
範
疇
の
内
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、最
も
単
純
な
観
察
に
よ
っ
て
さ
え

納
得
し
う
る
の
だ
！
お
そ
ら
く
か
つ
て
一度
た
り
と
も
教
会

へ行
っ
た
こ
と
の
な
い
人
々
、
一度
た
り
と
も
神
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
の
な
い
人
々
、
悪
態
を
つ
く
（ｇ
ａ
ｃ
時
以

外
は
決
し
て
神
の
名
を
呼
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
々
―
自
分
の

人
生
が
神
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
義
務
を
負
う
て
い
る
は
ず

だ
、な
ど
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
頭
に
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と

の
な
い
よ
う
な
人
々
、市
民
的
な
意
味
で
無
罪
で
あ
る
こ
と

を
最
高
の
こ
と
と
み
な
し
て
そ
れ
に
固
執
す
る
か
、あ
る
い

は
そ
れ
さ
え
も
全
く
必
要
な
こ
と
と
は
思
わ
な
い
よ
う
な

人
々
、
し
か
し
こ
う
し
た
連
中
が
み
な
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
神

な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
ん
だ
、と
主
張
す
る
よ
う

な
連
中
で
さ
え
も
み
な
、す
べ
て
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、自

分
を
キ
リ
ス
ト
者
と
呼
び
、国
家
に
よ
つ
て
キ
リ
ス
ト
者
と

承
認
さ
れ
、
教
会
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
葬
ら
れ
、

キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
永
遠
へ
と
送
り
出
さ
れ
る
！

こ
こ
に
巨
大
な
混
乱
、恐
る
べ
き
錯
覚
が
隠
さ
れ
て
い
る

に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
、））の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
っ
た

く
も
っ
て
何
の
疑
い
も
あ
り
え
な
い
。」
⑤

こ
の
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
「巨
大
な
錯
覚
」
こ
そ

が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
全
著
作
活
動
の
出
発
点
で
あ
る
。そ

し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
彼
は
、
こ
の
「錯
覚
」
か
ら
人
々

を
引
き
離
す
こ
と
を
通
じ
て
、彼
ら
を
覚
醒
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「巨
大
な
錯
覚
」
と
は
い
か
な

る
錯
覚
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
「錯
覚
」
の
本
質
は
何
か
。

①
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
錯
覚
の
本
質
は
「キ
リ
ス

ト
教
的
な
も
の
」
の
内
へ
「感
性
的
―
審
美
的
な
も
の

Ｏ
ｓ
円μ訂
静
″
）
を
混
入
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
））と
に

あ
る
と
い
う
こ
と

先
程
の
引
用
か
ら
も
全
く
明
ら
か
な
の
だ
が
、
こ
の
「錯

覚
」
が
感
性
的
―
審
美
的
→

，Ｆ
静
じ
な
方
向
性
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
の
疑
い
も
あ
り
得
な

い
。
し
か
し
、
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
「キ
リ
ス
ト
教
界
」

と
い
う
も
の
を
何
も
「錯
覚
」扱
い
す
る
必
要
は
な
い
と
言

え
る
。
そ
れ
が
あ
え
て
わ
ざ
わ
ざ
巨
大
な
「錯
覚
」
で
あ
る

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
は
、そ
こ
で
は
人
々
が
Ｅ
示教

性
」と
は
全
く
別
の
範
疇
、あ
る
い
は
そ
れ
と
は
全
く
無
関
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係
な
、
要
す
る
に
単
に
お■
５静
澪
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
範

疇
の
中
で
生
き
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、自
分
た
ち
を

「キ
リ
ス
ト
者
」
と
思
い
込
み
、
あ
る
い
は
、
そ
う
妄
想
し

て
い
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
、と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「巨
大
な
錯
覚
」
と
は
、
「キ

リ
ス
ト
教
界
」
に
お
い
て
、
実
際
に
は
「審
美
的
な
も
の
、

あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
審
美
的
―
倫
理
的
な
も
の
う

ち
で
生
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
ｏ
人
々
が
、
「キ
リ
ス
ト

教
的
な
も
の
」
と
「審
美
的
な
も
の
」
と
を
ご
つ
ち
や
に

し
、
相
互
に
浸
透
さ
せ
、
結
局
「キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」

を
混
乱
に
陥
れ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
は
っ
き
り
次
の
よ
う
に
言
う
。

「確
か
に
ま
た
人
は
審
美
的
な
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
妄
想
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
。な
ぜ
な
ら
、彼
は
自
分
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
思
い

込
ん
で
い
る
が
、実
際
に
は
審
美
的
規
定
の
内
に
生
き
て
い

る
か
ら
で
あ
る
」
ｏ

②
こ
の
「錯
覚
」
の
普
遍
性

「巨
大
な
錯
覚
」
の
本
質
が
「キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」

と
、
「審
美
的
な
も
の
」
と
を
い
わ
ば
と
っ
違
え
て
、
ご
っ

ち
や
に
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
以
上
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
と
言
え
る
。さ
て
ご
コ
」で
注
意
す
べ
き
こ
と

は
、
こ
の
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
の
が
、
た
と
え
ば
、
感
性
的

―
エ
ロ
ス
的
―
天
才
性
の
具
現
で
あ
る
ド
ン
ー
ジ
ユ
ア
ン
と

か
、
あ
る
い
は
『誘
惑
者
の
日
記
』
に
お
け
る
ヨ
ハ
ン
ネ
ス

と
か
い
っ
た
、
一一言
つ
な
れ
ば
「特
殊
な
個
人
」
だ
け
で
は
決

し
て
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
リ
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
考
え
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
は
「ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
人
々
」
が
こ
の
「巨
大
な
錯
覚
」
に
陥
っ
て
し

ま
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「誰
も
」
が
こ
の
「巨
大
な
錯

覚
」
の
担
い
手
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

「キ
リ
ス
ト
教
界
は
巨
大
な
錯
覚
で
あ
り
、
多
く
の
者
た

ち
が
自
分
た
ち
を
キ
リ
ス
ト
者
と
呼
ぶ
の
は
妄
想
で
あ
る
、

と
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
に
、わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ

で
言
及
し
て
い
る
錯
覚
が
極
め
て
一般
的
で
あ
る
公
算
は
非

常
に
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
の
錯
覚
は
ま
さ
し
く
、
人
は
キ

リ
ス
ト
者
で
あ
る
、と
い
う
妄
想
に
よ
っ
て
さ
ら
に
悪
く
さ

れ
る
。」
③

③
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
に
お
け
る
大
衆
（〓
目
電
３
の

自
己
安
住
性
に
つ
い
て
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先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト

教
界
に
お
け
る
「大
衆
」
が
す
べ
て
、
極
端
に
堕
落
し
た
、

許
さ
れ
ざ
る
背
徳
の
真
只
中
で
生
活
し
て
い
る
、な
ど
と
主

張
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。無
論
、そ
う
し
た
い

わ
ゆ
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュな
人
物
が
「キ
リ
ス
ト
教
界
」内

部
に
多
数
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
は
あ
ろ
う
が
、

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
著
作
活
動
に
お
い
て
主
と
し
て
対
象
と

し
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
特
殊
な
「天
才
」
的
個
人
な
の

で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、

彼
の
言
い
方
に
従
う
な
ら
、
〓
”記
８
に
お
け
る
「悪
で
は

な
い
に
せ
よ
、
そ
の
凡
庸
さ
」
ｏ
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
く
習
電
ｏ
は
そ
の
凡
庸
さ
ゆ
え
に
、
か
の
「巨
大
な
錯

覚
」
の
真
只
中
に
い
わ
ば
完
全
に
浸
り
き
っ
て
し
ま
っ
て
、

安
心
し
て
（Ｊ
“
→
∽一ｏＦ
『
と
、
安
ら
い
で
（ｇ
８
【一零
∽置

（謝
【３
８
日
〓
零
”
し
い
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の

「実
存
」
と
〓お記
計
の
そ
れ
と
を
比
較
し
つ
つ
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「わ
た
し
が
『あ
れ
か
―
こ
れ
か
』
で
も
っ
て
始
め
た
と

き
、潜
在
的
に
は
、私
が
一般
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
全
く

同
じ
よ
う
に
、
極
め
て
深
く
宗
教
的
に
影
響
さ
れ
て
い
た
。

私
は
、極
め
て
深
く
震
撼
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、大
部
分

の
人
が
自
分
の
生
活
を
そ
の
中
に
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

安
穏
無
事
な
中
庸
さ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
私
に
と
っ
て
は
不

可
能
で
あ
る
こ
と
を
根
本
か
ら
理
解
し
て
い
た
。」
⑩

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、日
常
生
活
の
平
穏
無
事
の
中
に
安

ら
ぎ
を
見
い
だ
し
、そ
れ
を
神
に
感
謝
す
る
よ
う
な
生
活
態

度
、
一般
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
に
「敬
虔
」
な
も
の
と
し
て

承
認
さ
れ
称
賛
さ
え
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
生
活
態
度
を
決

し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
―
宗
教
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「敬
虔
さ
」
の
中
に
す
ら
、
き

わ
め
て
し
ば
し
ば
Γ
∽多
ａ
升
な
も
の
」
の
無
意
識
的
な
混

入
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
と
つ
て
は
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
「敬
虔
さ
」
か
ら

と
に
か
く
「も
と
へ
戻
る
」
こ
と
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る

ｍ
。④

宗
教
的
な
も
の
に
関
わ
る
の
は
年
を
と
つ
て
か
ら
で
十

分
で
あ
る
、
と
す
る
錯
覚

さ
て
、
Ｋ
”配
計
が
「巨
大
な
錯
覚
」
の
中
に
あ
っ
て

「審
美
的
な
も
の
」
の
内
に
自
己
安
住
し
て
い
る
と
い
う
の
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が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、翻
っ
て
、か
れ
ら
が
そ
こ
か
ら
外

へ出
て
行
く
こ
と
、あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
引
っ
ば
り
出
さ
れ

る
こ
と
、を
ひ
ど
く
嫌
悪
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
確
実

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
か
の
「巨
大
な
錯
覚
」
は
次
の
よ
う

な
こ
と
を
言
い
始
め
さ
え
す
る
、
つ
ま
り
、
「宗
教
や
キ
リ

ス
ト
教
は
人
が
か
な
り
年
を
取
っ
て
初
め
て
そ
れ
へと
逃
げ

込
む
と
こ
ろ
の
何
物
か
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「審
美
的
な
も
の
は
常
に
、
青
春
と
そ
れ
が
持
つ
あ
の
永
遠

性
の
瞬
間
と
を
高
く
評
価
し
過
ぎ
て
、年
齢
と
い
う
も
の
の

も
つ
真
摯
さ
と
は
、ま
し
て
や
い
わ
ん
や
永
遠
性
の
真
摯
さ

と
は
和
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。審
美
的
な
も
の
は
そ
れ

ゆ
え
、
宗
教
的
な
人
間
に
対
し
て
常
に
疑
念
を
持
っ
て
い

る
、そ
の
疑
念
に
よ
れ
ば
、宗
教
的
な
人
間
は
審
美
的
な
も

の
に
対
す
る
セ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
か
、あ
る
い
は
彼
は
根

本
的
に
は
何
と
か
し
て
審
美
的
な
も
の
に
属
し
た
ま
ま
で
い

続
け
た
い
と
切
望
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、時
間
が
そ

の
減
衰
力
を
発
揮
し
て
、彼
は
歳
を
取
り
、そ
れ
ゆ
え
宗
教

的
な
も
の
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
の
だ
、と
い
う
の
で
あ
る
。さ

ら
に
、人
間
の
生
涯
は
二
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
の
だ
と
い

”り
、す
な
わ
ち
、青
春
時
代
は
審
美
的
な
も
の
の
時
代
で
あ

り
、老
年
期
は
宗
教
性
の
時
代
で
あ
る
‥
‥
‥
し
か
し
、率

直
に
言
う
な
ら
、わ
れ
わ
れ
の
誰
も
が
、実
際
は
若
い
ま
ま

で
あ
り
続
け
た
か
っ
た
の
だ
、
と
。」
０

と
い
う
わ
け
で
、審
美
的
な
人
間
は
次
の
よ
う
に
結
論
す

Ｚ
つ

。「そ
れ
ゆ
え
、
も
し
人
が
常
に
若
い
ま
ま
で
あ
り
続
け
ら

れ
る
な
ら
ば
、人
は
キ
リ
ス
ト
教
も
宗
教
性
も
全
く
必
要
と

は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」
ｏ

以
上
述
べ
た
、
一一言
つ
な
れ
ば
「審
美
的
な
も
の
の
自
画
自

賛
」、
並
び
に
、
そ
の
立
場
か
ら
の
ひ
た
す
ら
独
善
的
な
宗

教
観
、に
対
す
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
評
価
は
次
の
如
く
で

あ
る
。

「こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
の
宗
教
性
に
と
つ
て
極
端
に
有

害
な
誤
謬
で
あ
る
。
そ
れ
は
、そ
の
根
拠
を
時
間
的
な
意
味

に
お
い
て
歳
を
と
る
こ
と
と
、永
遠
性
と
い
う
意
味
に
お
い

て
歳
を
と
る
こ
と
と
を
混
同
す
る
こ
と
の
う
ち
に
持
っ
て
い

る
。」
ｍ

⑤
正
規
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
に
お
け

る
「錯
覚
」
を
か
え
つ
て
助
長
し
て
さ
え
い
る
と
い
う
こ

レｃ。
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「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
「錯
覚
」
の
内
実
に
つ
い
て

は
、
『視
点
』
第
二
部
第
一章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
限
り
に

お
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
さ
ら
に
、
正
規
の
コア
ン
マ
ー

ク
ー
キ
リ
ス
ト
教
会
」
の
牧
師
た
ち
は
、彼
ら
自
身
が
実
は

「巨
大
な
錯
覚
」
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
の
「錯
覚
」
を
助
長

す
る
こ
と
に
加
担
し
て
さ
え
い
る
の
だ
、
と
主
張
す
る
。

「私
は
内
心
、
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
正
規
に
キ
リ
ス

ト
教
を
宣
教
す
る
人
々
に
対
し
て
繰
り
返
し
繰
り
返
し
次
の

よ
う
な
非
難
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、彼
ら
が
自
ら
き
わ

め
て
多
く
の
錯
覚
に
取
り
巻
か
れ
て
そ
こ
に
安
住
し
つ
つ
、

人
々
を
喚
起
さ
せ
る
勇
気
を
持
た
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、彼
ら
が
彼
ら
自
身
の
な
す
べ
き
責

務
（旨
『
∽Ｒ
Ｆ
）
と
の
関
連
に
お
い
て
十
分
に
自
己
自
身

を
否
定
し
て
い
な
い
、と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。彼
ら
は

好
ん
で
信
奉
者
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
し
か
し
、彼
ら
が

そ
う
し
よ
う
と
思
う
の
は
、そ
れ
が
彼
ら
の
責
務
を
強
固
な

も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
り
、そ
し
て
、ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に

彼
ら
は
、そ
の
信
奉
者
た
ち
が
真
実
に
信
奉
者
と
な
る
か
否

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
徹
底
的
に
正
確
に
調
査
を
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、彼
ら
が
よ
り

深
い
意
味
に
お
い
て
な
す
べ
き
い
か
な
る
責
務
を
も
持
っ
て

は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
す
な
わ
ち
彼
ら

は
、彼
ら
の
持
っ
て
い
る
責
務
に
対
し
て
利
己
的
に
関
係
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
実
際
、人
々
の
間

へ
と
出
て
行
く
こ
と
を
敢
て
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た
、

純
粋
な
理
念
の
印
象
を
与
え
る
た
め
に
諸
々
の
錯
覚
を
敢
て

放
棄
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
、何
故
な
ら
、彼

ら
は
人
々
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
が
真
に
危
険
な
こ
と
で

あ
る
と
い
う
考
え
を
、お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。」
⑮

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、〓
器編
稀
が
日
々
の
生
活

の
中
で
感
性
的
―
審
美
的
な
も
の
に
ひ
た
す
ら
没
頭
し
て
い

ら
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
「教
会
」
が
許

可
、あ
る
い
は
承
認
を
与
え
、そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
賞
賛

し
さ
え
す
る
か
ら
だ
、と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ

れ
は
、
後
の
「教
会
闘
争
」
に
お
け
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

主
張
に
一脈
通
ず
る
も
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。と

同
時
に
、
少
な
く
と
も
、
彼
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と

は
、７ｒ
温
計
化
し
た
教
会
的
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く
異
質

な
「何
か
」
で
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
⑩
。
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以
上
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
「キ
リ
ス
ト
教
界
」と

い
う
「錯
覚
」
の
実
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
Ｅ
示教
的
な
も
の
」

を
取
り
込
ん
だ
単
な
る
「感
性
的
―
審
美
的
な
も
の
」
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
と
り
あ
え
ず
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言

え
る
。

さ
て
、話
が
こ
こ
で
す
べ
て
終
わ
つ
て
し
ま
う
か
と
い
う

と
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。
以
上
述
べ
た
こ
と
は
い
わ

ば
、
「キ
リ
ス
ト
教
界
＝
錯
覚
」
の
底
辺
」
＝
「〓
”目電
£

に
つ
い
て
の
議
論
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
『視
点
』
に
お
い
て
こ
う
し
た
も
の
ば
か
り
を
扱
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。む
し
ろ
重
要
な
の
は
こ
の
あ
と
の
議

論
、
す
な
わ
ち
、
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
錯
覚
の
内
部

に
あ
っ
て
最
も
高
め
ら
れ
、
最
も
洗
練
さ
れ
、
最
も
「聖

化
」
さ
え
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
「頂
点
に
立
つ
錯

覚
」
＝
Ｊ
一咀
ｏこ
に
つ
い
て
の
議
論
な
の
で
あ
る
。

Ｉ
『視
点
』
第
二
部
第
三
章
の
問
題

―
―
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る

「詩
人
」
概
念
に
つ
い
て

こ
の
第
二
章
に
は
「私
の
著
作
活
動
に
お
け
る
摂
理
の
役

割
」
と
い
う
表
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
章

は
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
、自
分
の
著
作
活
動
に
お
い

て
い
わ
ゆ
る
神
の
「摂
理
」と
い
う
も
の
が
ど
れ
程
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、あ
る
い
は
、自
分
は
自
分
の
著

作
活
動
に
お
い
て
ど
れ
程
多
く
の
こ
と
を
神
の
摂
理
に
負
う

て
い
る
か
、を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
‥
‥
‥
と
、
一応
言
え

Ｚつ。さ
て
、
こ
の
『視
点
』
第
二
部
第
二
章
は
過
去
の
キ
エ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
き
た
と
は
い

え
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
そ
の
内
容
、本
質
を
深
く
突
っ
込
ん
で
究
明
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
、と
思
わ
れ
る
。そ
の
理
由
は
い
く
つ

か
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、　
一
つ
に
は
、
こ
の
第
二
章
は
、
内

容
、
文
体
、
そ
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
Ｅ
不教
的
」
色
彩
が

極
め
て
濃
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
表

題
だ
け
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
「キ
リ
ス

ト
教
的
―
宗
教
的
」な
言
説
が
満
ち
満
ち
て
お
り
、
ン」の
章

全
体
が
一種
の
信
仰
告
自
の
よ
う
な
趣
を
呈
し
て
い
る
。そ

の
結
果
「そ
う
い
う
も
の
」と
し
て
解
釈
さ
れ
か
た
づ
け
ら

れ
て
し
ま
つ
た
可
能
性
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

二
つ
日
と
し
て
は
、
『視
点
』
そ
の
も
の
の
構
造
が
こ
の
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第
二
部
第
二
章
を
軽
視
さ
せ
る
「か
の
」ご
と
く
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（事
実
は
い
さ
さ
か
も

そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
）。
つ
ま
り
、
『視
点
』
と
い
う
書
物

を
通
読
し
た
場
合
に
、
そ
の
要
点
は
「第
二
部
第
一章
」
で

あ
っ
て
、シ）の
部
分
に
お
い
て
こ
の
書
の
論
旨
は
言
い
尽
さ

れ
て
い
る
、
よ
つ
て
「第
一量
曇
は
「摂
理
」
へ
の
感
謝
の

言
葉
で
あ
り
、神
へ
の
頌
歌
で
あ
る
‥
‥
‥
か
の
よ
う
に
確

か
に
見
え
な
く
も
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
（く
ど
い
よ

う
だ
が
事
実
は
全
く
そ
う
で
は
な
い
）。　
も
し
仮
に
キ
エ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「神
の
摂
理
へ
の
感
謝
の

言
葉
」を
単
に
書
き
連
ね
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、た

と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
美
し
い
文
章
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、

い
ち
い
ち
言
及
す
る
に
は
及
ば
な
い
、
一種
の
「審
美
的
―

宗
教
的
」な
美
辞
麗
句
に
す
ぎ
な
い
、と
断
言
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
は
何
よ
り
も
ア
イ
ロ
ニ
ー

こ
そ
が
最
適
の
処
方
箋
な
の
だ
、
と
他
な
ら
ぬ
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
自
身
が
言
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「第
二

章
」
に
は
、
そ
う
し
た
言
明
は
皆
無
で
あ
る
と
断
言
で
き

る
。
本
来
、
彼
の
宗
教
思
想
は
「そ
う
い
う
も
の
」
と
は
無

縁
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ

で
、自
分
は
全
著
作
活
動
（あ
る
い
は
全
生
涯
と
言
っ
て
も

よ
い
）
を
通
じ
て
究
極
的
に
「何
」
と
戦
い
、
あ
る
い
は

「何
」
と
戦
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、少
々
先
走
つ
て

述
べ
る
な
ら
、
こ
の
第
二
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「キ

リ
ス
ト
教
界
＝
錯
覚
」
の
頂
点
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
の
、最

高
段
階
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
「錯
覚
」、
そ
れ
を
粉
砕
す
る

こ
と
こ
そ
が
「キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
ａ
〓お
Ｑ
巨
静
じ
」
こ

と
へ
の
何
よ
り
も
第
一歩
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
、極
限
に
ま

で
高
め
ら
れ
た
「錯
覚
」、
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
「第
二
章
」が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
全
著
作
活
動
を
統
轄
す
ら
し
得
る
ほ
ど
の
重
大
な
意
義
を

有
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
か
な
り
大
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
、以
下
の
考
察
に
示

さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
「第
二
部
第
二
章
」が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
活

動
全
体
の
構
造
解
明
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
有
す
る
意
義
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、彼
の
著
作
活
動
に
お
い
て
「摂

理
」
と
い
う
も
の
が
「具
体
的
」
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
の
か
、と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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そ
こ
で
、
ま
ず
は
「第
三
章
」
全
体
の
基
本
的
な
構
成
を

把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
①
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｐ
ｌ
ｌ
９
Ｌ
ｌ
７
１
Ｐ
ｌ
２
４
Ｌ
２
６

第
②
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｐ
ｌ
２
４
Ｌ
２
７
１
Ｐ
ｌ
２
６
Ｌ
３
０

第
③
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｐ
ｌ
２
６
Ｌ
３
１
１
Ｐ
ｌ
３
ｌ
Ｌ
ｌ
３

第
④
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｐ
ｌ
３
ｌ
Ｌ
ｌ
４
１
Ｐ
ｌ
３
７
Ｌ
ｌ
ｌ

第
⑤
パ
ラ
グ
ラ
フ
Ｐ
ｌ
３
７
Ｌ
ｌ
２
１
Ｐ
ｌ
３
７
Ｌ
ｌ
６

こ
れ
は
原
典
が
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
つ
て
、そ
う

で
あ
る
以
上
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
誰
も
こ
れ
に
異
論
を
さ
し

は
さ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、理
解
を
よ
り
容
易
に
す

る
た
め
に
こ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
る
段
落
構
成
に

従
う
形
で
考
察
を
進
め
る
わ
け
だ
が
、））の
う
ち
特
に
重
要

な
の
は
第
①
パ
ラ
グ
ラ
フ
及
び
第
②
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

第
①
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
言
う
な
れ
ば
「第
二
章
」全
体
の
序

論
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
要
点
は
、
「自
分
の
著
作
活
動
は

神
に
対
す
る
一種
の
「義
務
作
業
Ｃ
訂
首
序
一計
上
翼
一３

，

営
序
じ
」
に
外
な
ら
な
の
だ
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「あ
の
天
才
的
な
突
進
、
あ
る
い
は
天
才
に
お
け
る
騒
々

し
い
中
断
、と
い
っ
た
も
の
ほ
ど
私
の
態
度
に
似
つ
か
わ
し

く
な
い
も
の
は
な
い
。
要
す
る
に
私
は
、根
本
に
お
い
て
は

神
の
事
務
所
に
お
け
る
書
記
係
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、私
は
ま
る
で
身
柄
を
拘
束

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
し
、ま
た
主
人
の
役
を
演

ず
る
の
は
私
で
は
な
く
、主
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
他
者

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
感
じ

取
っ
て
い
た
、さ
ら
に
、そ
の
者
が
自
分
の
全
能
と
私
の
無

力
と
を
私
に
気
づ
か
せ
る
時
に
は
、私
は
そ
れ
を
恐
れ
と
お

の
の
き
を
も
つ
て
感
じ
取
っ
て
い
た
し
、
ま
た
、
私
が
彼

に
、
そ
し
て
（彼
に
対
す
る
）
絶
対
的
恭
順
を
も
っ
て
（自

分
の
）
仕
事
（≧
序
苺
じ
　
に
関
わ
る
と
き
に
は
、
私
は
そ

れ
を
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
浄
福
を
も
っ
て
感
じ
取
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。」
”

こ
こ
で
ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
「天
才
（，
ユ
ｅ
」
と
い

う
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
ぼ
”い黒
５
９８
」
概
念
に
対
立
す

る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。（ν
Ｌ
の
は
自
分
の
内
部
か
ら
沸

き
上
が
っ
て
来
る
爆
発
的
な
創
作
意
欲
、あ
る
い
は
自
分
の

燃
え
立
つ
よ
う
な
内
的
衝
動
（そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
美
的
に
洗

練
さ
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
さ
し
て
問
題
で
は
な
い
）

に
従
っ
て
行
動
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「天
才
は
反
省

（″
貯
と
８
）
を
持
た
な
い
」
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う

（こ
れ
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
天
才
論
の
核
心
で
も
あ
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る
。
Ｒ
∽く
【∞レ
Ｓ
Ｐ
ま
た
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
特
有
の

「反
省
」
概
念
に
つ
い
て
は
後
述
）。
つ
ま
り
、
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
考
え
で
は

，
ユ
ｏ
と
は
ま
つ
た
く
直
接
的
―
無

反
省
的
、
そ
の
限
り
で
ま
つ
た
く
翻

，
ａ
寿
な
生
の
範
疇

に
属
す
る
規
定
な
の
で
あ
る
。
‥
‥
‥
し
か
る
に
、自
分
の

著
作
活
動
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「天
才
」
的
要
素
は
絶
無
で

あ
り
、
ま
た
自
分
は
断
じ
て
「天
才
」
の
な
の
で
は
な
い
、

そ
う
で
は
な
く
て
自
分
は
一字
一句
几
帳
面
に
、し
か
も
神

に
対
し
て
恭
順
θ
ゝ
一讐
ｏｅ
の
意
を
表
し
つ
つ
、
自
分
の

引
き
受
け
た
仕
事
を
着
実
に
こ
つ
こ
つ
と
仕
上
げ
て
い
っ
た

に
す
ぎ
な
い
、
そ
う
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
ぼ
〓咀
Ｌ
こ
稀
」
と
い

う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
こ
そ
が
キ
エ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
自
身
の
神
へ
の
関
係
の
あ
り
方
に
外
な
ら
な
い
。一面

う
な
れ
ば
、そ
れ
は
燃
え
立
つ
よ
う
な
情
熱
と
感
激
に
満
ち

た
も
の
で
は
な
く
、
「反
省
」
に
よ
る
そ
れ
、
な
の
で
あ
る
。

さ
て
ご
」の
第
一パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
今
述
べ
た
「自
分
の
場
合
」と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
神

と
の
関
係
の
あ
り
方
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、自
ら
の

信
仰
、
あ
る
い
は
神
―
関
係
を
「表
現
ａ
２
■
」
す
る
と

い
う
こ
と
へ
の
途
方
も
な
い
「情
熱
」
を
内
に
秘
め
た
と
こ

ろ
の
、
従
っ
て
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質

な
、
あ
る
特
殊
な
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
「一般
的
」
で

さ
え
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
神
―
関
係
、
な
の
で
あ
る
。

「と
い
う
の
は
、
私
が
神
の
助
力
を
必
要
と
し
た
こ
と
、

そ
し
て
い
か
に
私
が
常
々
、来
る
日
も
来
る
日
も
、来
る
年

も
来
る
年
も
、神
の
助
け
を
必
要
と
し
て
き
た
の
か
、と
い

う
こ
と
‥
‥
‥
こ
う
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
、そ
れ
を
正
確

に
提
示
し
う
る
た
め
に
は
、私
は
記
憶
や
追
憶
を
助
け
に
す

る
必
要
は
な
い
し
、あ
る
い
は
日
誌
や
日
記
な
ど
と
い
う
も

の
は
も
ち
ろ
ん
、そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
参
照
す
る
必
要
も

な
い
。
と
い
う
の
は
、私
は
い
ま
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
お
い

て
も
再
び
、
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
、
そ
し
て
あ
り
あ
り

と
、
そ
れ
を
追
体
験
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
言

え
、も
し
大
胆
さ
と
感
激
、
ほ
と
ん
ど
狂
気
と
見
ま
ご
う
ば

か
り
の
陶
酔
が
問
題
で
あ
る
な
ら
、））の
ペ
ン
が
描
写
で
き

な
い
も
の
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
！
　
そ
し
て
今
や
私
は
私
の

神
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。す
な
わ

ち
私
は
、神
が
私
の
た
め
に
し
て
く
だ
さ
つ
た
筆
舌
に
尽
く

し
が
た
い
こ
と
、そ
れ
は
私
が
か
つ
て
期
待
し
て
い
た
よ
り

も
は
る
か
に
無
限
に
多
く
の
こ
と
な
の
だ
が
、そ
の
こ
と
に

対
し
て
感
謝
を
捧
げ
る
私
の
祈
り
の
な
か
で
日
々
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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そ
し
て
、
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
神
に
つ
い
て
、
神

の
愛
に
つ
い
て
、そ
し
て
人
間
の
無
力
が
神
の
助
け
に
よ
つ

て
為
し
得
る
こ
と
に
つ
い
て
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
私

に
教
え
た
体
験
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

永
遠
を
渇
望
す
る
こ
と
と
共
に
、永
遠
が
退
屈
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
を
恐
れ
な
い
こ
と
を
も
私
に
教
え

た
も
の
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
の
は
、感

謝
す
る
こ
と
以
外
の
他
の
い
か
な
る
こ
と
を
も
為
さ
な
い
た

め
に
私
が
必
要
と
し
た
状
況
は
ま
さ
し
く
永
遠
な
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
さ
て
、私
が
今
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
ね

ば
な
ら
な
い
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
、私
の
魂
の
中
に
詩
人
の

焦
燥
が
目
覚
め
る
。
私
は
、
「馬
の
た
め
に
私
の
王
国
を
く

れ
て
や
る
」
と
叫
ん
だ
か
の
王
よ
り
も
つ
と
断
固
と
し
て
、

し
か
も
、そ
の
王
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
至
福
に
満

ち
つ
つ
断
固
と
し
て
、私
は
、思
想
に
と
っ
て
恋
す
る
も
の

が
恋
人
を
見
い
出
す
よ
り
も
も
っ
と
至
福
で
あ
る
も
の
、す

な
わ
ち
、
「表
現
ａ

，
量
升
３
」
を
見
い
出
し
、
そ
し
て
こ

の
表
現
を
私
の
唇
の
上
に
湛
え
つ
つ
死
ぬ
た
め
に
、　
一
切

を
、
私
の
命
さ
え
を
も
与
え
る
つ
も
り
だ
。
そ
し
て
、
提
示

さ
れ
る
事
態
を
見
よ
、思
想
は
童
話
の
庭
の
あ
の
果
実
の
よ

う
に
魅
惑
的
で
、
豊
か
で
、
暖
か
く
、
心
の
こ
も
っ
た
も
の

で
あ
り
、表
現
は
、私
の
内
面
に
あ
る
感
謝
の
衝
動
に
と
つ

て
和
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
、熱
い
憧
れ
を
鎮
め
て
く
れ
る
の
だ

‥
‥
‥
そ
れ
は
あ
た
か
も
、も
し
私
が
翼
の
は
え
た
ペ
ン
を

持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
い
や
、
そ
れ
を
十
も
持
っ
て
い
た

と
し
て
も
、提
示
さ
れ
る
豊
か
さ
に
対
応
し
て
、十
分
に
素

早
く
そ
れ
に
追
従
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
私
が
自
分
の
ペ
ン
を
手
に
取
る
や
否
や
、
私

は
、足
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

人
が
語
る
が
ご
と
く
に
、
一瞬
私
は
そ
れ
を
動
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
だ
。））の
様
な
状
態
で
は
か
の
関
係
に
つ
い
て

は
た
だ
の
一行
も
紙
上
に
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。私

に
と
つ
て
は
ま
る
で
、私
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た

声
を
聞
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
愚
か
な
人
間

よ
、
彼
は
何
を
血
迷
っ
て
い
る
の
か
、
彼
は
、
恭
順
こ
そ
が

神
に
と
っ
て
は
牡
羊
の
脂
よ
り
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
の
か
。
す
べ
て
を
義
務
作
業

Ｃ
Ｆ撃
鷺
こ
８
）
と
し
て
為
せ
、
と
。
そ
う
し
て
、私
は
ま
っ

た
く
落
ち
着
い
て
、
一
つ
一
つ
の
文
字
を
私
の
ゆ
っ
く
り
し

た
ペ
ン
で
ほ
と
ん
ど
周
到
と
い
っ
て
も
良
い
や
り
方
で
書
く

時
間
が
生
ず
る
の
だ
。
そ
し
て
、
か
の
詩
人
情
熱
が
私
の
中

に
再
び
目
覚
め
る
と
、
そ
の
時
に
は
、私
に
と
つ
て
は
あ
た

か
も
、
教
師
が
子
供
に
対
し
て
、
さ
あ
ペ
ン
を
し
つ
か
り

握
っ
て
一字
一字
正
確
に
書
く
ん
で
す
よ
、と
言
う
と
き
の
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よ
う
な
、そ
う
い
う
声
が
私
に
語
り
か
け
る
の
を
聞
い
た
よ

う
な
気
が
す
る
の
だ
。そ
う
し
て
私
は
そ
れ
を
為
す
こ
と
が

で
き
る
、そ
し
て
私
は
そ
の
他
の
こ
と
を
あ
え
て
や
ろ
う
と

は
し
な
い
、
そ
し
て
、
わ
た
し
は
一語
一語
、　
一行
一行

を
、
そ
の
次
の
語
、そ
の
次
の
行
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
知
ら

な
い
か
の
よ
う
に
し
て
書
く
の
で
あ
る
。そ
し
て
私
が
後
に

な
っ
て
そ
れ
を
通
読
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
を
ま
っ
た
く

違
っ
た
形
で
満
足
さ
せ
る
、と
い
う
の
は
、た
と
え
一
つ
や

二
つ
の
灼
熱
す
る
表
現
が
私
か
ら
洩
れ
出
し
て
い
た
と
し
て

も
、
作
品
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
り
、
詩
人
―
情
熱
の
、
あ

る
い
は
思
想
家
―
情
熱
の
そ
れ
で
は
な
く
、敬
神
の
そ
れ
だ

か
ら
で
あ
り
、わ
た
し
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
神
へ
の
崇
敬
だ

か
ら
な
の
で
あ
る
。」
ｍ

こ
こ
は
『視
点
』全
体
の
中
で
も
最
も
難
解
な
個
所
だ
と

い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、

，コ
」で
キ
エ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
彼
の
い
わ
ゆ
る
「偽
名
の
諸
著
作
」
で
の
論
理

の
展
開
様
式
を
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
凝
縮
し
た
か
の
よ
う
な
書

き
方
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、自
分
が
自
分
の
神
と
の
関

係
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
や
否
や
、そ
の
神
に
つ
い
て
の

「思
想
貧
豊
５
口八
Ｆ
冒
呑
）
」
を
「表
現
ａ
２
■
ご
し

よ
う
と
す
る
衝
動
が
、
そ
の
Ｃ言
い
を
唇
の
上
に
湛
え
て

死
ぬ
た
め
に
は
自
分
の
生
命
さ
え
を
も
犠
牲
に
し
て
や
ま
な

い
と
こ
ろ
の
あ
の
衝
動
が
、
す
な
わ
ち
「詩
人
の
焦
燥

（口
咀
①【‐ｇ
邑
ヨ
ａ
一”訂
０と
が
目
覚
め
る
の
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
こ
の
次
な
の
だ
が
、
そ

れ
に
続
け
て
即
座
に
、
か
つ
端
的
に
彼
は
、
コ
」の
様
な
状

態
、
す
な
わ
ち
「詩
人
」
―
「焦
燥
」、
あ
る
い
は
「詩
人
」

―
「情
熱
」
の
状
態
に
お
い
て
は
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は

た
だ
の
一行
も
書
き
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」と
言
い

切
っ
て
い
る
‥
‥
‥
つ
ま
リ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
、

口
咀
ｑ
に
よ
つ
て
「表
現
」
さ
れ
る
「神
―
人
―
関
係
」
と
、

キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
「神
―
人
―
関
係
」と
は
そ
も
そ
も
質

的
に
ま
っ
た
く
別
物
な
の
だ
、と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「詩
人
的
情
熱
」
と
「キ
リ
ス
ト

教
的
情
熱
」
と
の
絶
対
的
な
質
的
差
異
（見
か
け
上
は
ど
れ

ほ
ど
似
て
い
よ
う
と
も
）
＜‐９＞
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

‥
‥
‥
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

「し
か
し
、今
こ
の
瞬
間
に
ま
さ
に
体
験
し
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
ま
さ
に
体
験
し
た
こ
と
（註
。先
程
の
註
い
の
引

用
箇
所
を
参
照
）は
、き
わ
め
て
頻
繁
に
全
著
作
活
動
の
も

と
で
経
験
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『詩
人
』
に
つ
い
て
、
彼
は
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思
想
（↓営
″
ヨ
ｅ
を
得
る
た
め
に
詩
神
に
呼
び
掛
け
る
、

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。，）う
し
た
こ
と
は
本
来
決
し
て

私
の
場
合
で
は
な
か
っ
た
。私
の
個
性
そ
れ
を
理
解
す
る
こ

と
さ
え
拒
む
、む
し
ろ
逆
に
私
は
思
想
の
豊
富
さ
に
対
し
て

私
自
身
を
守
る
た
め
に
日
々
神
の
助
け
を
必
要
と
し
た
の
で

あ
る
。
実
際
、
一人
の
人
間
に
こ
の
よ
う
な
作
品
産
出
能
力

と
、そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
弱
っ
た
健
康
状
態
と
を
付
与

し
て
み
た
ま
え
、き
っ
と
彼
は
祈
る
こ
と
を
学
ぶ
に
違
い
な

い
。私
は
い
つ
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
て
も
次
に
述
べ
る
よ

う
な
芸
当
を
や
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
た
し
、ハ「で
も
そ

う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
私
は
座
っ
た
ま
ま
で
、

全
く
間
を
お
く
こ
と
な
く
昼
夜
、そ
し
て
ま
た
そ
の
次
の
昼

夜
に
わ
た
つ
て
続
け
ざ
ま
に
書
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

な
ぜ
な
ら
、
私
に
は
有
り
余
る
豊
富
さ
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、私
は
破
滅
し
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。」
の

要
す
る
に
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「詩
人
」
的
能
力
そ
の

も
の
な
ら
ば
、自
分
は
絶
対
的
に
卓
越
し
て
お
り
、他
の
誰

に
も
劣
る
こ
と
は
な
い
、だ
か
ら
こ
そ
か
え
つ
て
逆
に
、自

分
の
中
に
あ
る
そ
う
し
た
詩
人
性
か
ら
自
分
自
身
を
守
る
た

め
に
、
自
分
は
絶
え
間
な
く
「神
の
助
け
」
を
必
要
と
し
た

の
だ
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
言
う
「摂
理
の
役

割
」
と
は
ま
さ
し
く
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
『視
点
』
第
二
部
第
二
章

に
お
い
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
独
特

の
「詩
人
」概
念
が
彼
の
著
述
全
体
に
対
し
て
及
ぼ
す
意
義

は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
通
常
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
語
と
し
て
「詩
人
」、
「作
家
」、

「著
作
家
」
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
を
表
す
に
す
ぎ
な
い
こ

の
口
咀
①【概
念
が
、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
彼
独
自

の
独
特
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
見
な

さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は

こ
こ
で
い
わ
ば
、
自
分
が
「詩
人
」
で
「な
く
な
る
」
た
め

に
「摂
理
の
助
け
」
を
絶
え
間
な
く
必
要
と
し
た
の
だ
、
と

「告
白
」
し
て
い
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
次
の
（＝
第
②
）パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お

い
て
さ
ら
に
論
理
的
か
つ
正
確
に
述
べ
ら
れ
る
。

「も
し
私
が
全
著
作
活
動
に
お
け
る
摂
理
の
こ
う
し
た
役

割
を
可
能
な
限
り
明
確
に
表
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、私
を
教
育
し
た
の
が
摂
理
で
あ
り
、そ
し
て
そ
の
教
育

は
作
品
制
作
の
過
程
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
以

上
に
さ
ら
に
特
徴
的
で
さ
ら
に
決
定
的
な
表
現
を
私
は
決
し

て
知
ら
な
い
。
そ
の
限
り
で
、
先
程
詳
述
せ
ら
れ
た
こ
と
、

即
ち
す
べ
て
の
審
美
的
著
作
は
一種
の
欺
購
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
は
、あ
る
意
味
で
は
完
全
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。な
ぜ
な
ら
、
こ
の
表
現
は
意
識
と
い
う
点
に
お

い
て
い
さ
さ
か
あ
ま
り
に
多
く
を
認
め
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
ン」れ
は
全
く
真
実
で
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。な
ぜ
な
ら
、私
は
自
分
が
教
育
の
も
と
に
あ
る
こ

と
を
、し
か
も
そ
の
こ
と
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
意
識
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
教
育
の
過
程
と
は
、
詩
的
な
、
あ

る
い
は
哲
学
的
な
本
性
が
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
た
め
に
は
取

り
除
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
の

こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①
自
分
は
全
著
作
活
動
を
通
じ
て
「摂
理
」に
よ
っ
て
教
育

さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

②
そ
の
教
育
の
具
体
的
の
内
容
は
自
分
の
詩
人
的
、お
よ
び

哲
学
的
本
性
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
に
あ
つ
た
、
と
い
う
こ
と
。

③
そ
し
て
、
そ
の
教
育
の
過
程
は
、自
分
の
著
作
活
動
そ
の

も
の
へ
と
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
ぅ
こ
と
。

こ
れ
ら
は
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
に
よ
る
「著
作
活

動
」に
つ
い
て
の
極
め
て
正
確
な
性
格
づ
け
で
あ
る
と
言
え

る
。
要
す
る
に
、
自
分
は
「摂
理
」
に
よ
つ
て
「詩
人
的
な

も
の
」、
お
よ
び
「哲
学
的
な
も
の
」
を
放
棄
す
る
よ
う
教

育
さ
れ
て
き
た
、し
か
も
自
分
の
著
作
活
動
そ
の
も
の
が
そ

の
こ
と
を
切
実
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
詳
し
く
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

「こ
の
視
点
か
ら
こ
そ
、
現
代
に
対
す
る
著
作
活
動
の
意

義
が
最
も
よ
く
示
さ
れ
る
、と
私
は
思
う
。も
し
私
が
現
代

に
対
す
る
私
の
判
断
を
一言
で
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
い
た
い
、
す
な
わ
ち
、
現
代
は
宗
教

的
な
教
育
が
欠
け
て
い
る
、
と
。
キ
リ
ス
ト
者
と
な
り
、
キ

リ
ス
ト
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一種
の
さ
さ
い
な
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
、そ
し
て
、審
美
的
な
も
の
が
あ
か
ら
さ

ま
に
優
位
を
占
め
て
い
る
。人
は
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と

（す
べ
て
の
人
が
も
う
既
に
そ
う
だ
と
い
う
の
だ
）
よ
り
も

さ
ら
に
先
へ進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の

を
混
入
す
る
こ
と
で
も
っ
て
洗
練
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、審
美

的
且
つ
知
的
な
異
教
へ
と
帰
り
着
き
、あ
る
い
は
そ
の
中
ヘ

と
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、キ
リ
ス
ト

教
界
に
お
け
る
大
部
分
の
者
に
対
し
て
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
課
題
は
、
「詩
人
」
か
ら
、
あ
る
い
は
詩
人
が
語
る
と

こ
ろ
の
も
の
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、詩
人
が
語
る
と
こ
ろ

の
も
の
の
中
で
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
思
弁
か
ら
、

す
な
わ
ち
、
（実
存
す
る
か
わ
り
に
）
思
弁
す
る
こ
と
、
の

内
に
空
想
的
に
自
分
の
生
を
生
き
る
（そ
ん
な
こ
と
は
ま
た

同
時
に
全
く
不
可
能
な
こ
と
だ
）
と
い
う
こ
と
か
ら
脱
し

て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。第
一
の
運
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動
は
、著
作
活
動
全
体
の
中
で
は
審
美
的
作
品
全
体
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、第
二
の
運
動
は
『結
び
と
し

て
の
後
書
』
が
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
書
に

固
有
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
、
と
い
う

問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、審
美
的
作
品
の
全
体
を
自

分
に
役
立
て
る
た
め
に
引
き
入
れ
、あ
る
い
は
編
集
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
、
自
ら
は
全
く
同
じ
運
動
を
別
の
領
域

（ぽ
Ｆ
お
）
で
行
う
。
す
な
わ
ち
、
思
弁
、
体
系
等
々
か
ら

離
れ
て
、キ
リ
ス
ト
者
と
な
る
こ
と
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る

。」
②こ

こ
で
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
っ
て
い
る
「キ
リ
ス
ト
教

的
な
も
の
を
混
入
す
る
こ
と
で
も
つ
て
洗
練
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
、
審
美
的
且
つ
知
的
な
異
教
」
と
は
す
な
わ
ち
、
「審
美

的
な
も
の
」
と
「キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
」
を
混
乱
さ
せ
て

し
ま
っ
た
「キ
リ
ス
ト
教
界
」そ
の
も
の
を
指
す
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
を
成
立
せ
し
め
て

い
る
も
の
の
う
ち
、
い
わ
ば
そ
の
頂
点
に
立
つ
も
の
が
「詩

人
」
と
「思
弁
」
な
の
だ
、
と
そ
う
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言

う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
に

対
す
る
課
題
は
、

①
「詩
人
」
か
ら
脱
し
て
キ
リ
ス
ト
者
へ
、

②
「思
弁
」
か
ら
脱
し
て
キ
リ
ス
ト
者
へ
、

の
二
つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、第
一
の
課
題
を
担

う
の
が
「審
美
的
著
作
」
で
あ
り
、
第
二
の
課
題
を
担
う
の

が
「哲
学
的
断
片
後
書
」、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
考
察
は
次
に
示
す
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き

Ｚつ。
１
「あ
れ
か
―
こ
れ
か
」
か
ら
「人
生
航
路
の
諸
段
階
」
に

到
る
い
わ
ゆ
る
「審
美
的
著
作
」
は
本
質
的
に
「詩
人
論
」

で
あ
る
。

２
　
「哲
学
的
断
片
後
書
」
は
「思
弁
哲
学
論
」
で
あ
る
。

３
　
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「詩
人
」
性
、
あ
る
い
は
「哲
学
」

性
を
放
棄
し
、
止
揚
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「審
美
的
著
作
」
が
「詩
人
論
」
で
あ
る
こ
と

は
、
な
い
し
は
（少
な
く
と
も
）
こ
の
「詩
人
」
概
念
が

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
理
解
の
た
め
の
最
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、疑
う
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。従
っ

て
、こ
の
概
念
の
究
明
こ
そ
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
理
解
の
た

め
の
最
優
先
課
題
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。）」の
こ
と
は
キ
エ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
個
々
の
著
作
の
よ
り
詳
細
な
読
解
に
よ
っ
て

十
分
に
検
証
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、と
り
あ
え
ず
い
ま
こ

こ
で
は
、
『視
点
』
そ
の
も
の
の
中
か
ら
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

自
身
の
言
葉
を
幾
つ
か
引
用
し
て
お
こ
う
。
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「人
が
そ
こ
か
ら
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
「詩
人
」

で
あ
る
、
と
い
う
思
想
は
実
際
す
で
に
「あ
れ
か
―
こ
れ

か
」
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
そ
の
こ
と

が
全
著
作
活
動
の
全
体
性
の
中
で
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、

「あ
れ
か
―
こ
れ
か
」
の
第
二
部
が
説
明
し
得
た
よ
り
も
は

る
か
に
深
い
意
味
に
お
い
て
人
は
「詩
人
」
か
ら
去
り
、
あ

る
い
は
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
い
う
こ
と
が
重
要
な

の
だ
が
。
「あ
れ
か
―
こ
れ
か
」
に
お
い
て
事
情
が
そ
う
で

あ
る
こ
と
は
既
に
「非
学
問
的
後
書
」
一人
人
ペ
ー
ジ
二
一

行
日
以
下
に
記
さ
れ
て
い
る
、実
際
、
「あ
れ
か
―
こ
れ
か
」

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
移
行
は
周
知
の
よ
う
に

確
か
に
、
あ
る
種
の
詩
人
的
実
存
（８
∪”咀
ｑ
由
こ
静
二
じ

か
ら
、
あ
る
種
の
倫
理
的
実
存
♂
●２
〓
升
口こ
のお
二
し
、
ヘ

の
移
行
な
の
で
あ
る
。」
②

呂
詩
人
』
か
ら
宗
教
的
に
実
存
す
る
こ
と
（ユ
恒
①男

国と
静
お
目）
へ
の
こ
の
運
動
は
全
体
と
し
て
は
、
根
本
的
に

全
著
作
活
動
に
お
け
る
運
動
で
あ
る
。キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教

的
に
実
存
す
る
こ
と
→
ビ
一ユ呂
電
♂
一置
一①〓
国と
粋ｏお
じ
ヘ

の
出
発
限
界
→
昌
旨
房
”ρ８
）
と
し
て
の
『詩
人
』
に
つ

い
て
再
三
な
さ
れ
て
い
る
使
用
法
に
関
し
て
は
、『愛
の
業
』

を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。
一連
の
著
作
の
中
に
記
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
哲
学
的
な
も
の
、
体
系
的
な
も
の
か
ら
、

単
純
な
も
の
、す
な
わ
ち
実
存
的
な
も
の
へ
の
運
動
に
関
し

て
言
う
な
ら
、
こ
の
運
動
は
、あ
る
全
く
別
の
連
関
に
お
い

て
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、本
質
的
に
は
詩
人
か
ら
宗

教
的
に
実
存
す
る
こ
と
へ
の
運
動
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。」

②
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
独
自
の
「詩
人
」
概
念
、
及
び
こ
の
概

念
が
彼
の
著
作
活
動
全
般
に
お
い
て
占
め
る
意
義
に
つ
い
て

は
、『視
点
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、

ほ
ぼ
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
言
え
る
。さ
ら
に
具
体
的
か
つ

詳
細
な
考
察
は
実
際
に
個
々
の
著
作
を
扱
う
際
に
譲
る
と
し

て
、
こ
こ
で
は
（い
わ
ば
予
備
的
考
察
と
し
て
）、
以
下
の

二
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
一
つ
は
、
い」の

「詩
人
」
概
念
と
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
の
関
係
に
つ
い
て

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
概
念
が
い
わ
ゆ
る
「主
体

性
」概
念
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
か
、と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

α
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
彼
の
著
作
活
動
に
お
い
て
念
頭
に

置
い
て
い
た
「詩
人
」と
は
い
か
な
る
詩
人
だ
っ
た
の
か

特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「詩
人
」
は
「詩
人
」
な
り

に
思
索
を
深
め
、
神
を
求
め
、
神
を
愛
し
、
そ
の
限
り
で
、
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た
と
え
一種
の
熱
狂
者
と
し
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、キ
リ
ス

ト
教
的
―
宗
教
的
な
も
の
対
し
て
極
め
て
深
く
関
わ
る
こ
と

も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｏ
。
こ
の
場
合
、
か
の

「詩
人
」
の
意
識
の
内
に
は
、
自
分
が
宗
教
的
で
あ
り
、
宗

教
的
洞
察
を
持
っ
て
お
り
、を示教
的
な
も
の
に
よ
っ
て
高
め

ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
つ
て
芸
術
的
（詩
的
）
創
作
へ
の
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
を
得
て
い
る
、
と
い
う
「主
体
的
」
確

信
が
断
固
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
し
て
、そ
れ
に
よ
つ
て
彼

は
神
を
感
じ
、神
へ
の
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
、自
ら
の
信
仰

を
作
品
と
し
て
、す
な
わ
ち
詩
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
表
現
し

よ
う
と
努
め
る
。
‥
‥
‥
と
こ
ろ
が
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に

よ
る
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
し
く
「頂
点
」
に
ま
で
高
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
の
か
の
「錯
覚
」そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
「詩
人
」
は
本
来
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
こ

ま
で
「深
化
」
し
よ
う
が
、
感
性
的
―
審
美
的
実
存
の
一形

態
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「詩
人
」
は
感
性
的
―
審

美
的
範
疇
に
属
す
る
規
定
で
あ
る
。）」の
こ
と
に
異
論
を
さ

し
は
さ
む
者
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。し
か

し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
す
べ
て
の
「詩
人
」
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
直
ち
に
極
端
な
倫
理
的
堕
落
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
し
、あ
る
い
は
そ
れ
が
享
楽
的
な
一種
の
心
身
喪
失

じ
み
た
も
の
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。確
か
に
そ

う
し
た
「詩
人
」
も
現
実
に
は
数
多
く
存
在
す
る
だ
ろ
う

し
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
ま
た
、
著
作
活
動
に
お
い
て
「そ

の
種
の
」
詩
人
を
幾
例
か
描
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、
彼
が

対
象
と
し
て
主
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
詩
人
は
こ
の
種
の

詩
人
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「宗
教
的
な
も
の
」
へ
の

指
向
性
を
持
っ
た
と
こ
ろ
の
、
要
す
る
に
Ｅ
示教
詩
人
」
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
、を
彼
は
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
‥
‥
‥
も
ち
ろ
ん
、
「詩
人
」
が
ど
れ
ほ
ど
「宗

教
的
」
色
彩
を
強
め
よ
う
が
、
彼
が
「詩
人
」
で
あ
る
以
上

は
本
来
の
「キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
性
」と
は
本
質
的
に
全
く

無
縁
で
あ
る
の
。
し
か
し
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、外
見
的
に

は
、
あ
る
い
は
中
途
半
端
な
観
察
に
と
つ
て
は
、
こ
の
「詩

人
」
的
宗
教
性
さ
え
も
し
ば
し
ば
、
「キ
リ
ス
ト
教
的
」
宗

教
性
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
ま
で
完
壁
に
洗

練
さ
れ
る
、と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
、と
考
え
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
「詩
人
―
宗
教
性
」
と
「キ
リ
ス
ト
教
―
宗

教
性
」
と
の
混
同
が
生
じ
、
そ
こ
に
途
方
も
な
い
混
乱
、
す

な
わ
ち
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う
「錯
覚
」
が
、
し
か
も

最
高
度
に
ま
で
洗
練
さ
れ
、
「高
め
ら
れ
た
」
形
態
に
お
い

て
、
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
（少
々
図
式
化
し
単
純
化
し
て
言
う
な
ら
）、
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わ
れ
わ
れ
自
身
の
Ｅ
不教
的
な
も
の
」
へ
の
精
神
的
傾
倒
そ

の
も
の
の
内
に
、
実
は
「感
性
的
―
審
美
的
な
も
の
」
へ
の

萌
芽
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
逆

に
、
「感
性
的
―
審
美
的
な
も
の
」
へ
の
傾
倒
が
か
な
り
の

高
い
蓋
然
性
を
も
つ
て
Ｅ
ホ教
的
」色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
、
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

宗
教
的
な
も
の
へ向
か
っ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
情
熱
と
精
神
の

深
ま
り
は
、極
め
て
し
ば
し
ば
単
な
る
感
性
的
―
審
美
的
な

深
ま
り
に
す
ぎ
な
い
、と
い
っ
た
こ
と
も
十
分
起
こ
り
得
る

（そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
内
面
に
お
い
て
は
ど
れ
ほ
ど

真
摯
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
）。
言
い
換
え

る
な
ら
、
宗
教
的
な
情
熱
は
常
に
「審
美
化
」
の
危
険
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。ンピ
）に
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言

う
「詩
人
」
が
出
現
す
る
（従
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
こ
の
概
念
は
単
に
い
わ
ゆ
る
「作
家
」
や
「著
作

家
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
）。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

こ
う
し
た
こ
と
を
Ｅ
ホ教
的
」
な
、
あ
る
い
は
Ｅ
不教
性
を

帯
び
た
」
人
々
が
多
く
の
場
合
ま
っ
た
く
気
に
も
留
め
な

い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
‥
‥
‥
こ
れ
ら
の
、あ
る
意
味
で

極
め
て
「皮
肉
」な
諸
事
態
を
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
彼
の
著

作
活
動
を
通
じ
て
徹
底
的
に
考
え
抜
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、そ
う
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、そ
う
い
う
も
の
で
は

「な
い
」
も
の
を
、
逆
説
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
一度
は
と
に
か
く
自
分
の
中
に
あ
る
「詩

人
」性
を
徹
底
的
に
洗
い
出
し
、そ
れ
を
完
全
に
使
い
尽
く

し
（“，
日
巨
ｏ
、
そ
こ
か
ら
離
れ
去
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
→
のヽ
こ
と
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
、と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ま
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
）。
そ
う
せ
ず
に
、
「詩
人
」
的
な
も
の
を
い
わ
ば
引
き

ず
っ
た
ま
ま
で
、
「宗
教
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と

す
れ
ば
、
結
局
は
わ
れ
わ
れ
は
「キ
リ
ス
ト
教
界
」
と
い
う

錯
覚
（あ
る
い
は
そ
の
類
比
物
）
を
「反
復
」
す
る
す
ぎ
な

い
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
わ
れ
わ
れ
は
絶
対
に
真
の
Ｅ
ホ

教
性
」に
出
会
う
こ
と
は
な
い
‥
‥
‥
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

彼
の
著
作
活
動
、
と
り
わ
け
偽
名
の
そ
れ
、
を
通
じ
て
言
わ

ん
と
し
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

β
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「主
体
性
の
逆
説
」
に

つ
い
て

「詩
人
」
は
「情
熱
（口
計
目升
じ
＝Ｆ
一稀
男
ｇ
じ
」
を
内

に
秘
め
た
存
在
で
あ
る
の
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

主
体
性
の
極
致
は
情
熱
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「詩
人
」
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は
れ
っ
き
と
し
た
主
体
性
の
規
定
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
「詩
人
」
は
紛
れ
も
な
く
一人
の
「主
体
的

実
存
者
」
な
の
で
あ
る
。

さ
き
に
、
「詩
人
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
「詩
人
」
で

あ
れ
、
す
な
わ
ち
デ
モ
ー
ニ
ツ
シ
ュ
な
タ
イ
プ
の
「詩
人
」

で
あ
れ
、あ
る
い
は
宗
教
的
な
も
の
へ
の
方
向
性
を
持
っ
た

「詩
人
」
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
、
単
な
る
「憂
鬱
」
の

使
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、彼
の
内

面
に
は
飽
く
こ
と
な
き
「情
熱
」
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
限
り
で
「詩
人
」
は
明
ら
か
に
「主
体
性
」
の
範
疇
に
属

す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

が
言
う
と
こ
ろ
の
「詩
人
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
性
そ

の
も
の
が
極
限
ま
で
発
展
せ
ら
れ
、洗
練
せ
ら
れ
た
も
の
を

表
す
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
少
々
「皮
肉
」
な
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
、
次

の
よ
う
に
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「主
体
」と
し
て
の
自
覚

を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
わ
れ
わ
れ

は
『詩
人
』
に
な
る
」
‥
‥
‥
と
。

言
う
ま
で
も
な
く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
わ
れ
わ
れ
の
「主

体
性
」と
い
う
も
の
を
極
め
て
重
視
し
た
の
で
あ
っ
た
。な

ぜ
な
ら
、
彼
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
自
身
が
「主
体
的
」
に

キ
リ
ス
ト
教
と
関
わ
る
こ
と
だ
け
が
唯
一
「キ
リ
ス
ト
者
と

な
る
（σ〓お
の三
一∽お
じ
道
だ
か
ら
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
「主
体
の
覚
醒
」、
あ
る
い
は
「自
我
の
覚
醒
」
と
い
っ

た
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「直
接

性
」
の
領
域
を
離
れ
、
「実
存
的
主
体
」
た
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。さ

て
そ
れ
で
は
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
「主
体
」
が
覚
醒

し
た
際
に
、わ
れ
わ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
？
　
・‥
‥
。そ
の

時
わ
れ
わ
れ
は
例
外
な
く
「詩
人
」
に
な
る
、
そ
う
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「覚
醒
者
」
が
宗
教
的

な
も
の
へ
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
よ
う
が
、あ
る
い
は
逆
に

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュな
も
の
へ
の
方
向
性
を
を
持
っ
て
い
よ
う

が
、
例
外
な
く
そ
う
な
る
、
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
り
わ

け
前
者
の
場
合
、
そ
の
「覚
醒
者
」
は
「宗
教
的
な
も
の
」

と
「感
性
的
―
審
美
的
な
も
の
」と
の
奇
妙
で
奇
怪
な
融
合

物
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

「一般
に
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
深
く
主
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
だ
け
ま
す
ま

す
『詩
人
』
と
し
て
の
自
己
を
深
め
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
っ
て
、そ
の
場
合
、わ
れ
わ
れ
は
宗
教
的
な
も
の
そ
の
も

の
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
の
で
は
決
し
て
な
い
。」
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‥
‥
‥
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
「実
存
的
主
体
性
」
に
対

し
て
す
ら
、
一度
は
徹
底
的
に
懐
疑
の
目
を
向
け
る
必
要
が

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
「主
体
」
だ
と

思
っ
て
い
た
も
の
が
実
は
い
か
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
、あ
る
い
は
、わ
れ
わ
れ
が
普
通
の
意
味
で

実
存
的
主
体
と
見
な
し
て
い
る
も
の
が
、
少
な
く
と
も
「実

存
的
―
宗
教
的
」
主
体
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、身
を

も
っ
て
洞
察
し
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
た
め
に

は
わ
れ
わ
れ
は
、わ
れ
わ
れ
自
身
の
主
体
性
そ
の
も
の
を
す

ら
一度
は
言
わ
ば
目
的
論
的
に
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
せ
ず
に
は
真
の
意
味
で
の
Ｅ
ホ教
的
な
も
の
」
は

決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
そ
う

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
全
著
作
活
動
を
「詩
人
論
」と
し
て

捉
え
る
の
が
正
当
で
あ
る
こ
と
は
以
上
見
た
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
彼
が
行
っ
た
よ
う
な
問
題
提
起
は
「現
代
」
に
お

い
て
は
も
は
や
何
の
意
義
も
影
響
力
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
Ｅ
ホ教
的
な
も

の
」を
も
は
や
意
識
し
な
い
と
い
う
の
な
ら
、全
く
そ
の
通

り
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
私
と
し
て
は
む
し
ろ
、
「審
美

的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「詩
人
的
な
も
の
」
の
領
域
は
、

キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
思
い
描
い
て
い
た
よ
り
も
は
る
か

に
広
大
か
つ
深
遠
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
（形
態
は
変

わ
っ
て
い
る
に
せ
よ
）
「宗
教
的
」
色
彩
を
帯
び
る
度
合
い

も
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
う
の
で
あ

る
。・‥
‥
二
）う
し
た
疑
間
に
対
し
て
は
正
確
に
答
え
る
の

は
困
難
で
あ
る
。私
と
し
て
は
と
り
あ
え
ず
文
献
学
的
な
正

確
さ
を
追
究
す
る
だ
け
で
手
一杯
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
り
具
体
的
に
口
咀
ｑ
と
は
何
か
、
い
か
に
し
て

∪
質
ｑ
か
ら
脱
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
Ｊ
咀̈
ｑ
的
な
も
の
」

と
「非
ト
ロ
電
Ｑ
的
な
も
の
」
を
厳
密
に
区
別
す
る
も
の
は

何
か
、と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て

い
た
だ
く
。

註キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
デ
ン
マ
ー
ク
語

原
典
全
集
（旨
お
”
＾
■
８
鴇
円
ａ
ｒ
目
おお
く
畿
容
じ
第
二

版
に
拠
る
。
邦
語
訳
（東
方
出
版
、
大
谷
　
長
氏
訳
）
に
は

そ
の
ペ
ー
ジ
数
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、気
に
な
る
方
は
そ
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ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

日い
∽ノヽ
一∞）∽・∞
【

わい
∽ノヽ
】∞。∽・∞い

ぬ）
∽′ヽ
一〇）∽。い∞ヽ
「

“い
∽ンヽ
【∞）∽・∞∞「

パ）
∽ンヽ
】∞〕∽・つい「

“Ｗ
∽ど、Ｈ∞）∽
つい

″）
∽ノヽ
”∞）∽・【〇い

ρψ
∽ど、Ｆ∞）∽・００

Ю）
∽ン、Ｆ∞）∽・【いヽ

山理∽で、【∞〕∽∞ｏ

“
∽くあ
レ
３

”
∽くあ
い
３

“
∽くあ
。∽・３

“
∽くあ
）９
８ｏ

い
∽く
あ
レ
８
い

“
こ
こ
に
後
の
い
わ
ゆ
る

「教
会
闘
争
」
の
萌
芽
を
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
教
会
批

判
に
つ
い
て
は
、そ
も
そ
も
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
扱
え

る
立
場
に
は
な
い
の
で
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。

“
∽く
“
）∽
Ｓ
ｐ

岬
∽く
“
）９
尋
ｏ「

の
こ
の
「見
か
け
の
類
似
ｔ
）そ
が
実
際
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
著
作
活
動
、
と
り
わ
け
偽
名
の
そ
れ
、
の
主
た
る
テ
ー

マ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

印
∽く
あ
い
も
い

一脚
∽く
【Ｐ
ｐ
】いい

″
∽く
“
´
３
（

０
∽く
“
レ
Ｓ
い

“
∽く
“
レ
ま
ヽ

い
こ
の
点
に
関
し
て
は
先
程
の
註
岬
の
引
用
箇
所
を
参
照
。

い
こ
れ
こ
そ
が
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
全
宗
教
思
想
の
核
心

で
も
あ
る
。

α
先
程
の
註
い
の
引
用
箇
所
を
参
照
。

（さ
い
と
う
　
あ
き
ひ
ろ
　
慶
応
大
学
）
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