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岡
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序

　
M
一
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
は
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
二
年
ま
で
の
三
学
年

間
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
（
パ
リ
大
学
文
学
部
）
に
招
か
れ
、
児
童
心
理
学
と
教
育
学
の

講
義
を
毎
学
年
週
三
回
、
都
合
七
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
　
　
一
九
四
九
－
一
九
五
〇
年

　
　
　
　
（
■
”
昌
㌫
邑
く
口
o
彗
－
、
陣
｛
邑
け
）

　
　
　
「
幼
児
の
意
識
の
構
造
と
葛
藤
」
　
　
　
一
九
四
九
－
一
九
五
〇
年

　
　
　
　
（
o
o
弐
旨
g
詰
g
8
■
震
誌
匝
①
岸
8
易
9
①
冒
①
彗
歓
鼻
ぎ
⑦
）

　
　
　
「
幼
児
の
心
理
1
1
杜
会
学
」

　
　
　
　
（
雰
宅
ぎ
－
ω
8
邑
品
げ
宗
－
”
竃
歓
津
）

　
　
　
「
意
識
と
言
語
の
習
得
」
　
　
　
　
　
　
一
九
五
〇
1
一
九
五
一
年

　
　
　
　
（
■
ρ
8
冨
9
①
暮
①
9
－
、
8
ρ
邑
ω
ま
◎
箏
宗
チ
目
①
q
品
①
）

　
　
　
「
児
童
心
理
学
の
方
法
」
　
　
　
　
　
　
一
九
五
一
－
一
九
五
二
年

　
　
　
　
（
峯
①
臣
◎
宗
竃
湯
岩
ぎ
一
◎
⑦
q
｝
⑦
宗
H
、
昌
歓
算
）

　
　
　
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
　
　
　
　
　
　
．
一
九
五
一
－
一
九
五
二
年

　
　
　
　
（
■
⑦
ω
邑
茎
◎
富
婁
g
暮
弐
己
o
｝
①
二
。
①
目
歓
邑
）

　
　
　
　
　
「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

「
人
間
の
藷
科
学
と
現
象
学
」
　
　
　
　
一
九
五
一
－
一
九
五
二
年

　
（
い
鶉
8
一
竃
8
ω
宗
－
”
ざ
冒
旨
①
Φ
二
φ
昏
心
g
冒
弧
昌
－
◎
胴
一
①
）

　
本
稿
の
テ
ー
マ
『
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
』
は
初
年
度
の
講
義
題
目
か
ら
の

借
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
講
義
は
、
学
生
の
と
っ
た
ノ
ー
ト
に
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ

ィ
が
目
を
通
す
と
い
う
か
た
ち
で
逐
次
プ
リ
ン
ト
さ
れ
、
ひ
き
続
い
て
困
邑
－
⑦
｛
目

宗
湯
溶
げ
◎
－
◎
牡
①
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
の
死
後
一
九
六
四
年
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

っ
て
、
ω
昌
Φ
冷
序
計
寂
壱
ざ
－
ポ
｝
⑦
誌
の
特
集
号
と
し
て
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、

公
刊
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
七
つ
の
講
義
録
は
、
後
日
、
『
ソ
ル
ボ
ン

ヌ
講
義
録
』
と
し
て
邦
訳
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
あ
る
受
講
者
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
『
行
動
の
構
造
』
と
『
知
覚
の
現
象
学
』
の

著
者
の
講
義
が
哲
学
で
は
な
く
児
童
心
理
学
と
教
育
学
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

き
、
受
講
者
た
ち
は
一
様
に
驚
き
、
意
外
の
感
を
抱
い
た
と
い
う
。

　
だ
が
、
先
の
二
著
が
何
を
狙
い
、
い
か
な
る
手
続
き
に
依
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

か
を
考
え
る
な
ら
、
彼
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
お
け
る
講
義
で
子
ど
も
に
焦
点
を
合
せ

た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
し
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。
実



姐

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

際
、
先
の
二
著
に
よ
っ
て
彼
が
目
指
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
ぴ
っ
た
り
と
世
界
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
不
可
視
に
な
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
意
味

を
、
現
象
学
的
反
省
の
手
続
き
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
を
黙

し
た
ま
ま
で
支
え
て
い
る
諸
次
元
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の

現
象
学
的
反
省
は
、
ま
ず
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
実
存
に
か
か
わ
る
心
理
学
的
、
精

神
病
理
学
的
な
諸
事
実
に
赴
き
、
そ
の
意
味
を
提
え
直
す
と
い
う
仕
方
で
進
め
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
障
碍
の
ゆ
え
に
世
界
へ
の
内
属
的
な
関

係
が
侵
さ
れ
、
か
え
っ
て
実
存
の
諸
次
元
が
可
視
的
に
な
っ
て
い
る
病
者
が
特
に

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ば
変
異
体
と
し

て
の
存
在
者
た
ち
を
訪
ね
て
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
真
の
意
味
が
自
ら
開

示
さ
れ
て
く
る
の
に
立
ち
合
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ぱ
、
次
に
子
ど

も
と
い
う
領
野
を
経
由
し
て
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
切
り
開
か
れ
て
く
る
、
お
と

な
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
意
味
に
立
合
っ
て
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
に

し
て
み
れ
ぱ
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
彼
は
七
つ
の
講
義
を
通
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
子
ど
も
を
見
て
い
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
特
に
「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
、
「
幼
児
の
心
理
1
1

杜
会
学
」
、
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
で
は
、
S
・
フ
ロ
イ
ト
、
J
ニ
フ
カ
ン
、
M
・

ク
ラ
ィ
ン
等
、
精
神
分
析
諸
家
の
思
想
を
紹
介
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
対
人
関

係
、
つ
ま
り
子
ど
も
と
お
と
な
、
子
ど
も
と
親
の
関
係
に
照
明
を
当
て
て
論
じ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
講
義
録
の
表
面
し
か
読
ま
な
け
れ
ば
、
彼
の
講
義
は
諸
家
の

思
想
の
紹
介
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
諸

家
の
思
想
を
切
り
取
る
そ
の
仕
方
、
そ
の
目
の
っ
け
ど
こ
ろ
に
注
目
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
彼
の
基
本
的
視
点
が
浮
び
上
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ

ん
、
「
お
の
ず
か
ら
」
と
は
い
っ
て
も
そ
こ
に
筆
者
の
「
読
み
込
み
」
が
あ
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。

で
き
た
か
ぎ
り
で
の
、

＞
つ
◎

、

二
、

三
、五四

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
筆
者
に
読
み
取
る
こ
と
が

メ
ル
ロ
n
ポ
ン
テ
ィ
の
基
本
的
視
点
を
紹
介
し
て
お
こ

子
ど
も
は
決
し
て
閉
じ
た
「
対
象
」
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
発
達
は
お
と

な
と
の
関
係
の
中
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
ど
も
と
お
と
な
の
関
係
は
、
た
と
え
お
と
な
の
側
の
働
き
か
け
が
圧
倒

的
に
優
勢
で
あ
る
に
し
て
も
、
子
ど
も
が
た
だ
そ
れ
を
甘
受
す
る
だ
け
の

一
方
的
な
も
の
で
は
な
く
、
相
互
的
な
、
し
か
も
常
に
葛
藤
を
含
ん
だ
関

係
で
あ
る
。

同
一
化
も
ま
た
相
互
的
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
の
問
題
は
た
だ
ち
に
お
と

な
の
側
に
は
ね
か
え
る
。
っ
ま
り
子
ど
も
は
、
お
と
な
の
側
か
ら
す
れ
ば

問
題
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
発
達
は
、
先
取
り
と
退
行
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

子
ど
も
の
発
達
は
、
自
分
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
世
界
が
拡
が
っ
て

い
く
と
い
う
点
で
み
れ
ぱ
自
由
を
得
て
豊
か
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
あ
る

が
、
杜
会
化
さ
れ
る
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
可
能
性
を
奪
わ
れ
、
鋳

型
に
は
め
ら
れ
貧
困
化
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。

　
こ
う
し
た
指
摘
は
、
現
象
学
的
反
省
か
ら
す
れ
ば
ご
く
当
然
の
、
そ
し
て
一
旦

指
摘
さ
れ
て
み
れ
ば
ほ
と
ん
ど
自
明
と
さ
え
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
今
日
盛
ん
に
取
沙
汰
さ
れ
る
登
校
拒
否
や
家
庭
内
暴
力
な
ど
、
情
緒
発
達
障

碍
に
か
か
わ
る
諸
研
究
や
、
撲
、
育
児
な
ど
を
め
ぐ
る
親
子
関
係
論
と
の
関
連
に

お
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
別
段
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
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い
。
そ
し
て
、
ラ
カ
ン
や
ク
ラ
イ
ン
の
名
前
さ
え
、
早
期
幼
児
期
研
究
の
枠
内
で

は
も
は
や
耳
新
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
発
達
心
理
学
の
今
日
的
状
況

が
実
に
三
十
年
も
前
に
先
取
り
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
改
め
て
こ
の
講
義
録
の
今
日
的
意
義

と
彼
の
着
眼
の
確
か
さ
に
瞠
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
講
義
録
の
評
価
、
位
置
づ
け
は
邦
訳
出
版
後
の
課
題
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
本

稿
で
は
、
子
ど
も
の
発
達
の
問
題
に
具
体
的
に
取
り
組
む
手
は
じ
め
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
講
義
録
か
ら
得
た
い
ろ
い
ろ
な
示
唆
を
も
と
に
、
私
見
を
ま
じ
え
な
が
ら

い
く
つ
か
の
視
点
を
素
描
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

子
ど
も
を
見
る
　
　
何
が
見
え
る
の
か

H
　
予
備
的
考
察

　
㈹
　
「
見
る
」
の
二
つ
の
様
態

　
幼
稚
園
や
学
校
の
教
師
が
、
ま
た
臨
床
に
た
ず
さ
わ
る
者
が
、
そ
し
て
さ
ら
に

は
家
庭
の
中
の
親
が
子
ど
も
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
子
ど
も
は
見
る
者
の

外
に
、
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
物
と
同
じ
資
格
の
存
在
者
と

し
て
語
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
「
私
が
そ
の
子
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

り
能
動
的
な
知
覚
主
体
と
し
て
の
私
が
、
私
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
る
子
ど
も

、を
見
る
と
い
う
枠
の
中
で
、
子
ど
も
の
何
が
し
か
の
真
実
に
到
達
で
き
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

　
子
ど
も
を
見
る
の
は
他
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
こ
と
に

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

問
題
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
私
の
目
に
見
え
た
通
り
の
も
の
が

真
実
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

要
す
る
に
、
目
を
あ
け
て
い
れ
ば
対
象
は
見
え
る
の
だ
し
、
そ
の
見
え
た
も
の

が
真
実
な
の
だ
、
と
い
う
素
朴
な
信
念
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
他
方
で
は
、
子
ど
も
に
日
常
的
に
接
し
、
子
ど
も
を
よ
く
見
て
い
る

は
ず
の
教
師
や
臨
床
家
た
ち
の
中
か
ら
、
「
子
ど
も
が
な
か
な
か
見
え
な
い
」
と

か
、
あ
る
い
は
逆
に
「
よ
う
や
く
子
ど
も
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
聞
か
れ
る
。
あ
た
か
も
、
目
を
開
け
て
い
る
だ
け
で
は
何
も
見

え
ず
、
子
ど
も
の
真
実
を
み
る
と
は
目
に
映
る
以
上
の
も
の
を
み
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
一
種
独
得
の
秘
儀
が
あ
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
素
朴
な
「
見
え
」
へ
の
疑
問
と
も
受
け
取
れ
る
発
言
は
、
そ
れ
は

そ
れ
で
「
真
実
は
目
に
見
え
ず
心
の
目
に
見
え
る
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
日
常

的
な
信
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
目
に
見
え
る
も
の
は
仮
象
で
あ
り
、
ま
や
か
し

で
あ
り
、
真
実
は
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
イ
デ

ィ
プ
ス
が
最
後
に
み
ず
か
ら
の
眼
を
突
く
こ
と
の
う
ち
に
、
そ
し
て
賢
者
テ
レ
シ

ア
ス
が
盲
人
で
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
こ
う
し
た
信
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
見
る
」
に
か
か
わ
る
一
見
し
た
と
こ
ろ
相
容
れ
な
い
二

つ
の
日
常
的
信
念
に
行
き
つ
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
「
見
る
」
こ
と
が
主
題
化
さ
れ

る
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
様
々
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ

の
乖
離
は
十
分
に
対
自
化
さ
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
乖
離
を
は

っ
き
り
見
定
め
る
た
め
に
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
こ
れ
ら
の
信
念
が
ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
か
を
了
解
し
う
る
か
た
ち
で
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ

声
つ
◎
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

　
ま
ず
、
第
一
の
信
念
に
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
「
見
る
」
の
様
態
を
記
述
し
て

み
よ
う
。

　
私
は
傍
に
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
。
カ
ッ
プ
に
目
を
や
る
。
そ
の
形
、
色
、
模
様
、

つ
や
、
把
手
の
ま
わ
り
の
汚
れ
、
飲
み
口
の
染
み
な
ど
が
あ
り
あ
り
と
溢
れ
る
よ

う
に
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
性
質
は
、
私
が
そ
う
見
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
ま

っ
た
く
な
く
、
私
に
は
一
切
無
関
係
に
、
見
ら
れ
る
対
象
そ
の
も
の
の
特
性
と
し

　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
、
そ
こ
に
在
る
。
こ
の
コ
ー
ヒ
ー
・
カ
ッ
プ
は
、
私
が
幻
覚
剤
で
も
飲
ま
ぬ
か

ぎ
り
、
こ
れ
以
外
に
見
え
る
は
ず
が
な
い
。

　
こ
う
し
た
「
見
る
」
は
、
私
の
外
に
あ
る
対
象
を
む
き
だ
し
の
か
た
ち
で
見

（
註
3
）

る
と
い
う
態
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
私
は
も
っ
ぱ
ら
見
る
主
体

で
あ
り
、
見
ら
れ
る
物
は
あ
く
ま
で
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
1
は
対
時
の
関
係
し

か
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
見
る
主
体
と
し
て
の
私
は
、
見
る
と
い
う
肥
大
し
た
知
覚
意

識
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
「
見
え
る
も
の
」
は
こ
こ
で
は
対
象

に
園
有
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
見
る
」
と
い
う
行
為
の
発
端
に
私
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
以
後
は
私
は
対
象
か
ら
送
り
込
ま
れ
て
く
る

も
の
を
た
だ
忠
実
に
受
け
止
め
る
だ
け
の
受
動
性
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
諸
々

の
特
性
が
溢
れ
出
て
く
る
の
は
、
私
の
せ
い
で
は
な
ノ
＼
対
象
の
せ
い
で
あ
っ

て
、
私
は
そ
れ
ら
を
見
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
さ
え
感
じ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
見

る
の
は
こ
の
私
な
の
だ
と
い
う
意
識
さ
え
地
平
意
識
と
な
っ
て
、
「
私
は
X
を
見

る
」
と
い
う
よ
り
「
X
が
見
え
る
」
と
い
う
記
述
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
く

る
。　

い
ケ
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
「
見
る
」
の
様
態
は
、
ま
さ
に
知
覚
心
理
学
が
と

り
あ
げ
る
よ
う
な
、
物
（
刺
激
）
と
私
（
網
膜
）
と
の
間
で
と
り
結
ば
れ
る
対
象

知
覚
の
様
態
で
あ
る
。
「
見
る
」
を
始
動
さ
せ
た
の
は
こ
の
私
で
あ
る
こ
と
は
確

か
な
の
だ
が
、
対
象
が
く
見
る
も
の
1
対
－
見
ら
れ
る
も
の
V
と
い
う
対
時
関
係

の
中
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
以
後
は
、
私
は
眼
に
ま
で
還
元
さ
れ
て
、
対
象
か

ら
送
り
込
ま
れ
る
光
刺
激
に
よ
っ
て
一
切
の
見
え
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
た

が
っ
て
、
私
に
見
え
る
も
の
と
他
者
に
見
ら
れ
る
も
の
の
異
同
と
い
う
こ
と
も
、
一

網
膜
像
の
異
同
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
第
一
の
信

念
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
第
一
の
信
念
は
、
網
膜
像
の

発
見
以
来
今
日
で
は
常
識
と
さ
え
な
っ
た
、
網
膜
像
に
よ
る
知
覚
の
素
朴
な
説
明

を
内
に
含
ん
で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
見
る
」
の
様
態
の
中
に
は
、
対
象
を

私
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
む
き
だ
し
の
か
た
ち
で
克
明
に
見
る
と
い
う
場
合

が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
に
は
第
一
の
信
念
を
ゆ
る
が
す
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う
な
「
見
る
」

の
様
態
を
記
述
し
て
み
よ
う
。

　
見
る
主
体
に
と
っ
て
、
現
に
見
え
て
い
る
も
の
は
「
ゆ
る
ぎ
な
い
真
実
」
な
の

だ
か
ら
、
第
一
の
信
念
は
、
他
者
の
「
見
え
」
と
付
き
合
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、

常
に
見
る
主
体
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る
。
講
し
も
、
自
分
に
現
に
今
見
え
て

い
る
も
の
が
他
者
に
は
そ
う
見
え
な
い
だ
ろ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
◎

　
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
、
自
分
に
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う

に
見
え
た
も
の
が
、
他
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
出

く
わ
す
。
翻
っ
て
言
え
ば
、
対
象
知
覚
の
事
態
で
は
白
分
の
み
え
と
他
者
の
み
え

と
の
異
同
が
主
題
化
さ
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
第
一
の
信
念
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ

と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
ま
ず
、
先
の
場
合
の
よ
う
に
、
見
る
方
が
一
方
的
に
見
て
、
対
象
が
送
り
込
ん

で
く
る
も
の
を
認
知
し
認
識
す
る
だ
け
、
と
い
う
の
で
は
な
い
事
態
、
つ
ま
り
、

sokyu
必
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《
見
る
　
　
見
ら
れ
る
》
の
間
に
相
互
的
な
関
係
が
あ
っ
て
、
見
ら
れ
る
も
の
が

認
識
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
ま
な
ざ
し
が
生
き
ら
れ
る
と
い
う
の
が
当
を
え
て
い

る
よ
う
な
事
態
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
た
と
え
ば
人
を
見
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
第
一
の
知
覚
態
度
に
従

っ
て
見
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
わ
れ
わ
れ
は
時
に
人
を
物
の
位
相
に
ま
で
突
き
落

と
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
物
陰
か
ら
相
手
に
気
付
か
れ
ず
に
一
方
的
に
こ

ち
ら
が
見
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
ワ
ン
サ
ィ
ド
ニ
く
ラ
ー
を
通
し
て
相
手
に
気
付

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

か
れ
ず
に
観
察
す
る
場
合
、
そ
し
て
恋
心
が
す
っ
か
り
冷
え
き
っ
て
、
相
手
が
う

と
ま
し
く
思
わ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
地
位
関
係
や
力
関
係
を
カ
サ
に
き
て
相
手

を
見
下
す
と
き
、
等
々
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
見
る
側
は
一
方
的
に
見
る
だ
け

で
、
自
分
は
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
気
遺

い
が
問
題
に
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
《
見
る
－
見
ら
れ
る
》

の
相
互
性
が
な
り
た
っ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
一
般
に
は
、
白
分
の
周
囲
に
い
る
人
を
物
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
難

し
い
。
見
る
こ
と
、
あ
る
い
は
見
ら
れ
る
こ
。
と
を
気
遣
う
必
要
が
な
い
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
、
白
分
の
子
ど
も
を
見
る
場
合
で
さ
え
、
ま
な
ざ
し
と
ま
な
ざ
し
が
触

れ
合
う
と
そ
こ
に
奇
妙
な
感
応
が
生
じ
て
し
ま
う
も
の
だ
し
、
ま
し
て
熱
い
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

ざ
し
を
交
わ
し
合
う
対
の
間
柄
で
は
、
む
き
だ
し
の
所
与
が
遂
一
意
識
化
さ
れ
る

よ
り
も
前
に
、
そ
こ
に
ま
ず
或
る
感
情
が
湧
き
起
っ
て
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
、
知
覚
主
体
の
側
に
湧
き
起
っ
て
く
る
可
愛
い
と
か
優
し
い
と
い
う

感
惰
は
　
　
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
そ
の
知
覚
の
意
味
　
　
は
、
当
人
に
は
所
勺

と
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
主
観
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
に
見
え
る
者
の
属
性

で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
い
ま
こ
の
目
に
見
え
る
人
が
可
愛
い
か
っ
た

り
優
し
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
子
が
可
愛
い
か
ら
、
そ
の
人
が
慶
し
い
か
ら

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

で
あ
り
、
私
は
た
だ
自
分
の
眼
に
そ
れ
を
映
し
と
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
わ
ん
ば

か
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
者
が
白
分
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
風
に
そ
の
見
ら
れ
る
者

に
つ
い
て
の
見
え
を
表
明
し
て
み
せ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
「
意
外
だ
」
と
い
う

感
じ
を
持
つ
。
自
分
の
目
が
お
か
し
い
の
か
、
彼
の
目
が
お
か
し
い
の
か
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
き
こ
そ
第
一
の
信
念
が
揺
ら
ぐ
時
な
の
だ
が
、
逆

に
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
は
第
一
の
信
念
が
黙
し
た
ま
ま
で
自
分
を
捉
え
て
い
た
こ

と
を
意
味
し
よ
う
。

　
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
主
体
が
一
方
的
に
見
る
む
き
だ
し
の
対
象
知
覚

と
い
う
意
味
で
の
「
見
る
」
の
様
態
と
、
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
の
ま
な
ざ
し
が

感
応
し
あ
っ
て
そ
こ
に
惑
る
意
味
が
生
み
だ
さ
れ
る
よ
う
な
「
見
る
」
の
様
態
と

が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
第
一
の
信

念
に
矛
盾
せ
ず
、
後
者
は
そ
れ
を
揺
が
す
機
縁
と
な
る
。

　
さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
二
っ
の
「
見
る
」
を
、
ま
ず
も
っ
て
ま
な
ざ
し
の
一

方
向
性
と
両
向
性
と
に
よ
っ
て
区
別
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
見
る
者
が
一
方
的
に

見
る
場
合
と
、
見
ら
れ
る
者
で
も
あ
る
場
合
と
の
違
い
を
今
少
し
突
っ
込
ん
で
考

え
て
み
よ
う
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
常
に
受
動
性
が
刻
印
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
悠
意
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
今
見
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
主
体
的
契
機
が
関
与
し
て
い

る
な
ど
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
見
る
主
体
に
白
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
眼
を
あ

け
て
い
る
か
つ
ぶ
る
か
、
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
か
そ
ら
す
か
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
見
る
主
体
が
記
述
主
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
見
ら
れ
る
も
の
は
ま
さ
し
く
、

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
こ
に
あ
る
と
い
う
か
た
ち
で
見
ら
れ
、
記
述
さ
れ
る
。
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

　
だ
が
こ
こ
で
の
問
題
は
、
見
る
主
体
の
ま
な
ざ
し
が
見
ら
れ
る
も
の
に
固
有
の

も
の
に
向
か
う
の
か
、
つ
ま
り
第
三
者
か
ら
み
て
も
そ
こ
に
あ
る
も
の
に
向
か
う

の
か
、
そ
れ
と
も
第
三
者
に
は
必
ず
し
も
そ
う
は
見
え
な
い
も
の
に
向
か
う
の
か
、

と
い
う
違
い
で
あ
る
。
ま
な
ざ
し
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
を
意
味
と
い
う
な
ら
、
前

者
は
対
象
に
貼
り
つ
い
た
皮
膜
と
し
て
の
既
成
の
意
味
を
読
み
取
る
場
合
の
「
見

る
」
で
あ
り
、
後
者
は
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
の
申
に
或
る
意

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

味
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
場
合
の
「
見
る
」
で
あ
る
。

　
前
者
の
場
合
、
第
三
者
か
ら
み
て
も
見
る
主
体
の
主
体
的
契
機
は
問
題
に
な
ら

な
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
場
合
の
見
る
主
体
は
、
も
は
や
願
望
や
興
味
、
関
心
な

ど
を
抱
く
欲
望
の
主
体
で
は
な
い
し
、
ま
た
喜
こ
び
や
恐
怖
を
感
じ
る
感
情
的
主

体
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
主
体
的
契
機
が
全
て
還
元
さ
れ
た
、
透
明
な

　
　
し
た
が
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
配
慮
す
る
こ
と
さ
え
不
必
要
な
　
　
も
っ
ぱ

ら
観
照
し
て
認
識
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。

　
他
方
、
〈
見
る
－
見
ら
れ
る
V
の
関
係
性
が
成
り
立
つ
た
め
の
条
件
を
考
え
て

み
る
と
、
見
る
主
体
の
主
体
的
契
機
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
見

ら
れ
る
も
の
が
見
る
主
体
の
広
義
に
お
け
る
欲
望
（
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
感

情
を
生
み
だ
す
母
体
）
の
箪
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
関

系
性
そ
の
も
の
の
成
否
が
き
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
欲
望
の
最
の
中
に
入
り

込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
見
ら
れ
る
も
の
は
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
前
に
、

見
る
も
の
の
側
に
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
人
を
物
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
的
な
も

の
の
介
入
な
し
に
人
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
に
等
し
い
。

　
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
関
係
性
と
し
て
成
立

す
る
「
見
る
」
の
様
態
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
、
見
る
主
体
の

関
心
、
欲
望
の
領
野
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
。

　
㈲
　
知
覚
の
相
貌
性

　
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
知
覚
研
究
の
枠
の
中
で
も
、
主
体
の
欲
望
、
関
心
が
取
り

あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ル
ッ
ク
派
の
人
々
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

り
わ
け
ブ
ル
ー
ナ
ー
と
グ
ッ
ド
マ
ン
の
行
な
っ
た
有
名
な
実
験
が
直
ち
に
思
い
出

さ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
そ
こ
で
は
、
欲
望
や
関
心
は
「
真
正
の
」
知
覚
を
歪
曲
、

変
形
す
る
も
の
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
見
え
」
は

誰
に
も
同
じ
だ
が
、
人
に
よ
っ
て
「
解
釈
」
が
異
な
る
の
だ
と
か
、
い
や
「
見
え
」

も
変
化
し
た
の
だ
と
か
い
う
議
論
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
知
覚
主
体
の
欲
望
、
関
心
、
感
情
な
ど
、
広
義
の
情
動

過
程
が
知
覚
過
程
と
不
可
分
に
複
合
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

は
、
H
・
ウ
ェ
ル
ナ
ー
で
あ
る
。
彼
の
理
論
に
従
え
ば
、
精
神
機
能
が
高
度
に
分

化
し
た
高
次
水
準
で
は
、
知
覚
機
能
と
情
動
機
能
は
は
っ
き
り
と
分
化
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
低
次
水
準
で
は
そ
れ
ら
は
末
分
化
で
本
質
的
に
複
合
し
て
お
り
、
ど

こ
か
ら
が
知
覚
で
、
ど
こ
か
ら
が
情
動
か
を
語
り
え
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
の

理
論
の
も
う
一
方
の
軸
で
あ
る
階
層
的
統
合
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
発
達
の
途
上
で

低
次
水
準
は
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
保
持
さ
れ
、
そ
の
上
に
高
次
水
準
が
階

層
化
さ
れ
て
い
く
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
お
と
な
の
場
合
、
条
件
に
よ

■
っ
て
は
、
諸
機
能
が
完
全
に
分
化
し
て
、
知
覚
機
能
を
単
独
で
語
り
う
る
場
合
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
条
件
次
第
で
は
、
低
次
水
準
が
活
性
化
し
て
、
知
覚
機
能

と
情
動
機
能
が
融
合
し
、
い
わ
ば
共
通
感
覚
的
に
機
能
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
有
名
な
子
ど
も
の
相
貌
的
知
覚
の
例
、
た
と
え
ば
、
倒
れ
た
コ
ッ
プ
を
「
コ
ッ

sokyu
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プ
が
く
た
び
れ
た
」
と
か
、
割
れ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
み
て
「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
が
か
わ

い
そ
う
」
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
彼
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
低
い
心
性
レ
ベ
ル
に

お
け
る
、
知
覚
機
能
と
感
情
機
能
の
本
質
的
な
複
合
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
彼
は
、
こ
う
し
た
子
ど
も
の
表
現
は
一
定
の
知
覚
に
対
し
て
事
後
に
与
え
ら

れ
た
解
釈
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
相
貌
の
下
に
見
え
た
こ
と
の
直

接
的
な
表
明
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
彼
の
理
論
は
、
知
覚
過
程
と
情
動
遇
程
を
別
個
の
も
の
と
し
て
切
り
離
し
て
お

い
て
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
を
考
え
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
相
互
作
用
理
論
で
は
な

い
点
に
留
意
し
よ
う
。
相
互
作
用
理
論
は
、
網
膜
像
が
同
じ
で
あ
れ
ば
同
じ
「
見

え
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
あ
の
第
一
の
信
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
だ
が
ら
こ
そ
、
相
貌
的
知
覚
は
判
断
（
解
釈
）
な
の
か
、
「
み
え
」
そ
の
も

の
な
の
か
と
い
う
議
論
が
惹
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
指
摘
し
た
相
貌
的
知
覚
は
幼
児
の
知
覚
の
特
徴
と

し
て
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
心
性
レ
ベ
ル
が
高
次
で
あ
る
か

低
次
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
は
一
応
お
い
て
、
彼
の
理
論
が
知
覚
機
能
を
他
の
機

能
か
ら
分
離
し
て
語
り
う
る
場
合
を
一
方
に
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
知
覚
機
能

と
情
動
・
欲
動
機
能
が
不
可
分
に
融
合
し
た
場
合
を
包
摂
し
う
る
と
い
う
点
に
注

目
し
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
理
論
を
布
桁
し
て
い
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
お
と

な
の
「
見
る
」
行
為
は
、
あ
る
時
に
は
純
粋
な
知
覚
機
能
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
担

わ
れ
、
ま
た
あ
る
時
に
は
ど
こ
ま
で
が
知
覚
で
ど
こ
か
ら
が
情
動
や
期
待
な
の
か

を
語
り
え
な
い
複
合
し
た
機
能
に
担
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
要
す
る

に
、
日
常
的
な
生
の
中
で
は
わ
れ
わ
れ
は
対
象
知
覚
的
な
「
見
る
」
の
様
態
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

相
貌
的
な
「
見
る
」
の
様
態
を
行
き
来
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

　
対
象
知
覚
的
な
「
見
る
」
と
は
、
彼
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
機
能
分
化
の
究
極
の

姿
で
あ
り
、
層
を
な
し
て
い
る
心
性
レ
ベ
ル
の
最
上
層
部
の
機
能
の
現
わ
れ
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
え
ぱ
、
こ
の
「
見
る
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
「
物
を
観
察
し
、
そ

れ
を
知
る
」
と
い
う
実
存
の
在
り
方
に
身
を
委
ね
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の
ま
な

ざ
し
が
自
ら
取
る
知
覚
の
様
式
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
相
貌
的
な
「
見
る
」
は
、
諸
機
能
の
複
合
し
た
共
通
感
覚
的
な

「
見
る
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
子
ど
も
に
の
み
特
有
の
様
式
な
の
で
は
な
い
。
わ
れ

わ
れ
が
「
観
察
し
、
そ
れ
を
知
る
」
と
い
う
実
存
の
在
り
方
を
廃
棄
し
て
、
「
見

ら
れ
る
も
の
」
を
お
の
れ
の
関
心
一
欲
望
。
感
情
の
最
の
中
に
引
き
入
れ
、
そ
れ

を
生
き
る
と
い
う
態
度
を
と
り
さ
え
す
れ
ば
　
　
そ
う
は
い
っ
て
も
、
見
る
主
体

に
は
こ
れ
は
当
の
主
体
の
そ
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
と
い
う
よ
ヅ
、
「
見
ら
れ
る

も
の
」
の
側
か
ら
い
わ
ば
誘
わ
れ
、
働
き
か
け
ら
れ
た
結
果
だ
と
感
じ
ら
れ
よ

う
　
　
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
間
に
独
得
の
感
応
が
生
じ
て
、
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
8
）

或
る
「
相
貌
」
が
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
知
覚
の
方
が
わ
れ
わ
れ
お
と

な
の
知
覚
よ
り
も
相
貌
的
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
、
子
ど
も
は
お
と
な
の
よ

う
に
他
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
独
の
知
覚
機
能
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
少
な
い
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
網
膜
像
神
話
の
影
響
下
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
て

も
、
タ
暮
れ
時
、
茜
色
に
染
ま
っ
た
空
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
時
が

あ
る
の
だ
し
、
強
風
の
た
め
に
折
れ
た
木
の
幹
を
痛
々
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
の
相
貌
的
な
知
覚
を
わ
れ
わ
れ
お
と
な
が
な
る

ほ
ど
と
思
え
る
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
潜
勢
し
て
い
る
複
合
し
た
心
的
機
能

に
身
を
委
ね
れ
ば
、
そ
こ
に
子
ど
も
と
同
じ
相
貌
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
ら
に
他

な
ら
な
い
。

　
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
知
覚
の
相
貌
性
は
従
来
の
知
覚
研
究
の
枠
の
中
に
は
収



48

　
　
　
　
　
「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

ま
り
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
心
理
学
で
は
一
般
に
、
ま
ず
見
ら
れ
る
対
象

（
遠
刺
激
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
知
覚
主
体
の
感
覚
器
（
網
膜
）
に
作
用
を
及
ぼ

し
、
そ
の
結
果
あ
る
「
見
え
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
「
見
え
」
に
基
づ
い
た
一

定
の
判
断
を
経
由
し
て
あ
る
行
動
が
生
じ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
外
的
条
件
が
同
一
な
ら
、
対
象
が
感
覚
器
を
媒
介

す
る
遇
程
は
生
物
学
的
に
み
て
万
人
に
同
一
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
結
果
得
ら
れ

る
「
見
え
」
は
万
人
不
変
の
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
割
れ
た

ビ
ス
ヶ
ツ
ト
は
万
人
に
共
通
し
た
一
定
の
「
見
え
」
を
も
た
ら
す
は
ず
で
、
た
だ

子
ど
も
の
場
合
に
は
情
動
に
深
く
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
う
し
た
見
る
主

体
の
側
の
要
因
が
そ
の
「
見
え
」
あ
る
い
は
「
判
断
」
に
若
干
の
修
正
、
変
容
を

も
た
ら
し
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
研
究
の
枠
組
を
括
弧
に
入
れ
て
、
も
う
一
度
わ

れ
わ
れ
の
「
見
る
」
行
為
に
帰
還
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
む
き
だ
し
の
対
象
知
覚
的
な
見
る
態
度
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ

「
観
察
し
、
認
識
す
る
」
こ
と
に
中
心
化
さ
れ
た
態
度
で
あ
り
、
流
れ
ゆ
く
生
か

ら
遊
離
し
た
特
異
な
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
特
権
的
な
態
度
な
の
だ
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生
の
な
か
で
は
、
お
の
れ
を
も
っ
ぱ
ら
認

識
す
る
だ
け
の
存
在
や
刺
激
の
情
報
処
理
体
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
は
ま
れ
な
の

で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
興
味
を
も
ち
、
関
心
を
抱
き
“
欲
し
、
期
待
し
、

あ
る
感
情
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生
の

な
か
で
は
、
知
覚
は
む
し
ろ
本
質
的
に
興
味
や
関
心
や
欲
望
や
期
待
や
感
情
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
「
見
る
」
の
様
態
は
、

基
本
的
に
は
相
貌
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
む
き
だ
し
の
知
覚
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
が
し
か
の
相
貌
を
ま
と
う
と
考
え
る

の
で
は
な
し
に
、
む
し
ろ
知
覚
は
本
来
的
に
相
貌
的
、
つ
ま
り
感
情
舐
を
含
む
も

の
で
あ
っ
て
、
た
だ
生
か
ら
遊
離
し
た
特
権
的
な
事
態
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た

主
体
的
契
機
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
知
覚
が
可
能
だ
と
い
う
風
に
考
え
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
「
見
る
」
と
は
基
本
的
に
知

覚
主
体
の
実
存
の
全
幅
を
賭
レ
て
の
行
為
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
そ
う
し
た
主
体
が

遼
元
に
つ
ぐ
遼
元
を
被
む
っ
た
後
に
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
が
眠
球
の
機
能
に
ま

で
遺
元
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
今
や
わ
れ
わ
れ
は
「
見
る
」
と
い
う
行
為
が
対
象
と
こ
の
限
と
に
よ
っ
て
取
り

結
ば
れ
る
も
の
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
私
の
実
存
　
　
っ
ま
り
私
が
こ
の
世
界
の
内

に
あ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
の
意
味
　
　
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
も
の
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
に
「
見
え
て
く
る
も
の
」
と
は
、
そ
う
し
た
私
の
実

存
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
不
可
視
の
諾
次
元
を
背
景
と
し
、
そ
れ
ら
の
上
に
浮
か
び

あ
が
っ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
諸
次
元
は
、
当
の
主
体
に
は
必

ず
し
も
対
自
化
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
っ
ど
お
の
れ
の
ま
な
ざ
し
に
一
っ
の
構

図
を
と
ら
せ
、
方
向
づ
け
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
見
る
主
体
に
は
ど
れ
ほ
ど
自
明

か
つ
「
自
然
に
」
見
え
て
こ
よ
う
と
も
　
　
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
他
者
に
も
当
然

こ
の
よ
う
に
見
え
る
は
ず
だ
と
い
う
信
念
が
入
り
込
む
わ
け
だ
が
　
　
そ
の
「
兄

え
」
は
実
は
常
に
主
体
の
実
存
全
体
の
作
業
と
し
て
の
図
化
作
用
の
結
果
な
の
で

あ
る
。
主
体
の
図
化
作
用
な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
と
、
主
体
的
契
機
が
強

調
さ
れ
す
ぎ
て
「
見
え
る
も
の
は
主
体
の
悠
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
」
と

い
う
反
論
が
返
っ
て
き
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
も
ち
ろ
ん
、
主
体
の
思
い
通
り
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
知
覚

の
中
核
に
は
受
動
性
が
、
被
規
定
性
が
、
あ
る
い
は
「
む
き
だ
し
の
も
の
」
と
い

う
考
え
に
通
じ
る
あ
る
意
味
で
の
所
与
性
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
の
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よ
う
な
あ
る
意
味
で
の
被
規
定
性
、
所
与
性
は
、
破
線
で
描
か
れ
た
輪
郭
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
輸
郭
に
実
質
を
与
え
る
の
は
何
と
い
っ
て
も

主
体
の
実
存
の
様
態
で
あ
る
。
見
る
と
い
う
行
為
は
、
視
覚
を
足
場
に
し
な
が
ら

も
、
実
存
の
諸
次
元
に
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
視
覚
の
障
碍
は
実
存
そ
の
も

の
を
ゆ
さ
ぶ
る
の
だ
し
、
逆
に
実
存
の
張
る
次
元
が
崩
壊
す
る
と
き
ま
っ
て
そ
の

反
響
が
「
見
る
」
行
為
に
も
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
「
む
き
だ
し
の
も
の
の
知
覚
」
と
い
う
の
は
、
私
の
実

存
が
還
元
を
被
む
っ
て
、
〈
私
v
が
眼
球
と
大
脳
の
視
覚
領
に
ま
で
捨
象
さ
れ
た

場
合
の
知
覚
で
あ
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
よ
う
や
く
、
こ
の
私
に
「
自
然
に
見
え
て
く
る
も
の
」
、
し
た
が
っ

て
さ
し
あ
た
っ
て
私
に
は
所
与
と
し
か
思
え
ず
、
そ
こ
に
私
の
実
存
の
諸
次
元
の

糸
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
は
到
底
思
え
な
い
そ
の
「
見
え
る
も
の
」

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
、
実
は
こ
の
私
の
実
存
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
第

三
者
か
ら
は
「
解
釈
」
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。

　
さ
て
、
先
に
子
ど
も
の
相
貌
的
知
覚
の
例
と
し
て
あ
げ
た
「
ビ
ス
ケ
ッ
ト
か
わ

い
そ
う
」
が
、
子
ど
も
の
「
見
え
」
な
の
か
「
解
釈
」
な
の
か
と
い
う
議
論
を
、

こ
こ
で
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
表
現
は
ウ
ェ
ル
ナ
ー
の
，
言
葉
で
い
え

ば
、
そ
の
子
ど
も
の
複
合
し
た
心
的
機
能
の
所
産
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で

い
え
ば
、
そ
の
子
の
実
存
か
ら
切
り
串
さ
れ
て
き
た
図
化
作
用
の
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

そ
し
て
実
を
い
え
ば
、
「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
相
貌
は
こ
こ
で
は
ど
こ
に
も
定

、
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、

位
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
子
は
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
上
に
そ
う
い
っ
た
相
貌
が
付

着
し
て
い
る
の
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
対

象
知
覚
と
何
ら
異
な
ら
な
い
）
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
割
れ
た
ビ
ス
ケ
ッ

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

ト
に
ま
っ
た
く
相
貌
性
を
感
じ
な
い
お
と
な
と
、
「
見
え
」
が
同
じ
だ
っ
た
と
も

言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
知
覚
機
能
と
感
情
機
能
は
複
合
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
見
え
」
と
い
う
に
し
て
も
お
と
な
と
同
じ
意
味
で
の
「
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

え
」
は
そ
も
そ
も
語
り
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
の
相
貌
と
言

っ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
相
貌
は
あ
た
か
も
見
ら
れ
る
も
の
の
属
性
で
あ
る
か
、

そ
こ
に
付
着
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

見
な
い
お
と
な
も
い
る
以
上
、
見
ら
れ
る
も
の
の
属
性
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

相
貌
は
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
と
そ
の
子
ど
も
の
間
に
生
ま
れ
、
そ
の
子
の
ま
な
ざ
し
に

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
の
中
に
も
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
上
に
も

定
位
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
逆
に
、
そ
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
な
図
化
作
用
に
従
わ
な
い
者
に
は
、
ま
さ
に

そ
れ
は
「
割
れ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
に
し
て
み
て
も
、

お
の
れ
の
知
覚
は
あ
く
ま
で
真
実
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
子
は
、
自
分
と
同
じ
「
見

え
」
に
解
釈
を
加
え
た
の
だ
と
し
な
言
い
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
こ
の
人
も
お
の
れ
の
「
解
釈
」
を
披
渥
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
は
、
万
人
に
共
通
な
の
は
「
割
れ
た
ビ
ス
ケ
ッ
ト
」
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
真
正
な
知
覚
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。　

な
る
ほ
ど
、
対
象
知
覚
的
態
度
の
下
で
は
、
誰
も
が
共
通
の
「
割
れ
た
ビ
ス
ケ

ッ
ト
」
を
知
覚
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
「
見
え
」
を
万
人
に
共
通
の
「
不

変
項
」
と
呼
ん
で
も
差
し
つ
か
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
か
わ
い
そ

う
」
と
い
う
相
貌
は
、
お
そ
ら
く
講
も
が
そ
れ
を
生
き
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
見
る
主
体
に
も
、
見
ら
れ
る
も
の
に
も
定
位
さ
れ
え
な
い

か
ら
、
測
定
の
網
に
か
か
る
こ
と
も
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
「
暖
昧
な
も
の
」
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

と
し
て
実
証
主
義
の
枠
外
に
は
じ
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
「
暖
昧
な
も
の
」
が
そ
れ
を
生

き
る
主
体
に
と
っ
て
や
は
り
真
実
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
よ
う
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
「
暖
昧
」
な
る
が
ゆ
え
に
測
定
に
さ
か
ら
う
と
は
い
っ
て
も
、

公
共
的
な
了
解
性
ま
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

論
点
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
己
れ
の
実
存
の
刻
印
を
押
さ
れ
た

そ
の
よ
う
な
「
暖
昧
」
な
も
の
の
中
に
、
そ
の
「
暖
昧
さ
」
の
根
拠
を
訊
ね
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
「
見
る
と
は
眼
に
見
え
る
以
上
の
も
の
を

見
る
こ
と
だ
」
と
い
う
謎
め
い
た
一
文
の
意
味
も
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

○
　
観
察
す
る
こ
と

　
子
ど
も
を
取
り
巻
く
様
々
な
現
場
で
、
「
子
ど
も
の
観
察
」
と
い
う
こ
と
が
し
ば

し
ぱ
話
題
に
な
る
。
そ
れ
は
幼
稚
園
に
お
け
る
保
育
分
折
の
デ
ー
タ
収
集
が
目
的

で
あ
っ
た
り
、
自
閉
児
に
対
す
る
働
き
か
け
の
効
果
を
見
定
め
る
た
め
で
あ
っ
た

り
と
い
う
よ
う
に
、
観
察
の
対
象
も
そ
の
目
的
も
多
様
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
う
し
た
子
ど
も
の
観
察
、
記
述
に
か
か
わ
る
問
題
点
を
前
節
で
の
考

察
と
関
係
づ
け
な
が
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
一
般
に
幼
児
教
育
や
臨
床
に
従
事
し
て
い
る
人
々
か
ら
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、

「
記
述
の
主
観
性
を
排
除
す
る
た
め
の
方
法
論
、
数
量
化
の
方
途
」
に
っ
い
て
で

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
研
究
発
表
の
場
に
お
け
る

「
そ
れ
は
あ
な
た
の
主
観
的
な
見
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
、
そ
れ
だ
け

で
は
無
内
容
な
、
し
か
し
当
事
者
に
は
何
と
も
後
味
の
悪
い
質
問
を
あ
ら
か
じ
め

予
想
し
て
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
も
っ
と
真
面
目
に
、
実
証
主
義
精
神
に

忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
の
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
と
し

て
は
、
一
部
の
人
々
に
は
強
遣
観
念
に
さ
え
な
っ
て
い
る
「
主
観
性
脱
却
、
客
観

的
デ
ー
タ
の
収
集
」
と
い
う
観
念
に
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
予
断
を
、
こ
こ

で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
心
理
学
は
今
世
紀
の
初
頭
に
、
認
識
主
体
の
内
観
を
克
明
に
記
述
す
る
と
い
う

従
来
の
内
観
主
義
の
立
場
か
ら
、
客
体
と
し
て
の
被
験
者
の
コ
行
動
」
を
記
述
す

る
と
い
う
客
観
主
義
の
立
場
へ
と
「
転
回
」
し
、
よ
う
や
く
行
動
の
科
学
に
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
客
観
主
義
の
要
請
か
ら
す
れ
ば
、
認
識
対
象
は
常
に

認
識
主
体
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
認
識
主
体
は
何
人
に
よ
っ
て
も

代
置
さ
れ
う
る
存
在
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
認
識
主
体
と
い
う
の
は

こ
こ
で
は
特
定
の
個
人
で
は
な
く
万
人
が
そ
の
位
置
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
理
念

的
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
個
人

と
し
て
の
観
察
者
や
実
験
者
は
、
お
の
れ
の
主
観
性
を
一
切
排
除
し
つ
く
し
た
、

い
わ
ば
透
明
な
存
在
、
外
に
あ
る
認
識
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
映
し
だ
す
だ
け
の

鏡
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
節
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
観
察
者
は
お
の
れ
の
主

本
性
を
徹
底
的
に
還
元
し
て
、
眼
球
と
大
脳
の
視
覚
領
を
も
っ
て
対
象
に
臨
む
存

在
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
各
白
を
眼
球
の
視
覚
領
に
ま
で
還
元
し
き
れ
ば
、
い
か
な
る
観
察

者
で
あ
れ
、
そ
こ
で
は
全
く
同
一
の
も
の
が
捉
え
ら
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
風
に

考
え
ら
れ
て
い
る
。
墾
言
す
れ
ば
、
観
察
者
が
お
の
れ
の
固
有
性
を
排
除
し
、
い

わ
ば
無
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
、
公
共
的
な
認
識
が
得
ら
れ
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
戦
略
を
無
意
味
だ
と
は
言
う
ま
い
。
こ
の
戦
略
は
事
物
の
世
界
を
認

識
す
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
ま
た
人
間
の
肚
界
に
お
い
て
も
、
眼
球
と

sokyu

sokyu
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視
覚
領
に
ま
で
還
元
さ
れ
た
世
界
が
い
か
な
る
世
界
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
禁

じ
ら
れ
る
理
由
は
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
従
来
心
理
学
は
こ
う
し
た
戦
略
を
至

上
の
も
の
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
戦
略
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
実
際
に
実
験
し
た
り
観
察
し
て
み
な
く

と
も
、
謹
か
が
行
な
っ
た
実
験
に
つ
き
し
た
が
う
だ
け
で
、
誰
も
が
　
　
潜
在

的
、
可
能
的
に
は
　
　
同
一
の
認
識
に
行
き
つ
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

設
定
さ
れ
た
一
定
の
条
件
の
下
で
、
こ
れ
こ
れ
の
結
果
が
得
ら
れ
た
と
い
う
主
張

に
接
す
る
と
き
、
そ
の
論
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
が
す
べ
て
操
作
的
に
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

さ
れ
て
い
る
な
ら
、
権
利
上
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
実
験
と
ま
っ
た
く
同
じ
事
実

に
行
き
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
だ
が
、
原
理
上
は
可
能
な
は
ず
の
こ
と
が
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
追
試
を
し
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
人
の
論
文
を
読
ん
で
な
る

ほ
ど
と
得
心
し
て
後
の
追
試
で
さ
え
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
実
験
と
の
ズ
レ
が
感
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ズ
レ
に
は
「
操
作
上
の
諸
問

題
」
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も

な
お
、
あ
る
特
定
の
認
識
主
観
（
実
験
者
で
あ
っ
て
論
文
報
告
者
）
の
語
る
現
象

と
、
追
試
を
通
し
て
こ
の
私
が
現
に
今
立
ち
合
っ
て
い
る
現
象
と
の
間
に
、
何
か

し
ら
の
ズ
レ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
た
だ
単
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

具
体
的
な
認
識
主
観
が
透
明
に
な
り
切
れ
ず
、
操
作
が
不
徹
底
で
主
観
が
入
り
込

ん
だ
と
い
う
こ
と
の
せ
い
に
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
楽
天
的
な
実
証
主
義
者
な

ら
こ
う
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
心
理
学
的
認
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
具

体
的
な
個
々
の
認
識
主
観
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
を
通
し
て
純
化
さ
れ
て
い
く
も
の
で

あ
っ
て
、
一
つ
の
認
識
が
真
理
と
し
て
定
着
す
る
の
は
、
そ
う
い
う
認
識
の
ぶ
つ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
り
合
い
の
後
に
不
変
項
が
残
っ
た
と
き
で
あ
る
」
と
。

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

　
公
共
的
認
識
が
個
々
の
認
識
の
彼
岸
に
あ
る
と
い
う
考
え
は
お
そ
ら
く
聞
違
い

で
は
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
先
の
主
張
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
観
察
者
や
実
験
者
は
、
少
く
と
も
そ
の
時
点
で
は
遺
憾
な
が
ら
お
の
れ
を
還
元

し
き
れ
ず
、
個
人
的
要
因
の
介
入
の
可
能
性
を
拒
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
具
体
的
な
観
察
者
を
一
挙
に
公
共
的
認

識
主
観
の
位
置
に
お
き
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
、

　
だ
が
、
真
の
問
題
は
そ
う
し
た
還
元
が
不
完
全
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
事
実
、
客
観
主
義
が
不
徹
底
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
実
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
同
じ
現
象
に
立
ち
合
い
な
が
ら
、
そ
の
現
象

の
切
り
取
り
方
が
個
々
の
研
究
者
に
お
い
て
微
妙
に
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
点
な
の
で
あ
る
。
現
象
の
切
り
取
り
方
と
い
う
言
い
方
を
し
た
け
れ
ど
も
、
個

々
の
研
究
者
に
は
、
そ
の
現
象
は
ご
く
自
然
に
「
見
え
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
か

ら
、
切
り
取
っ
た
と
い
う
意
識
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
前
節
で
も
簡
単
に
ふ

れ
た
よ
う
に
、
あ
る
現
象
を
図
と
し
て
切
り
出
す
の
に
は
、
大
袈
裟
に
聞
こ
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
認
識
主
観
の
実
存
全
体
が
総
動
員
さ
れ
て
い
る
。
過
去

の
経
験
、
人
間
観
、
児
童
観
な
ど
、
子
ど
も
を
見
る
と
い
う
そ
の
現
場
で
は
主
題

化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
個
人
的
諸
要
件
が
、
潜
勢
し
た
ま
ま
背
景
と
な
り
、
そ
う

し
た
背
景
の
上
に
、
あ
る
現
象
が
「
図
」
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で

（
註
9
）

あ
る
。
そ
し
て
認
識
主
観
の
実
存
の
様
態
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
か
ら
こ
そ
、
微

妙
な
点
で
研
究
者
間
に
く
い
ち
が
い
が
生
じ
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
点
を
、
観
察
の
方
法
論
と
し
て
の
「
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
法
」
に
つ

い
て
も
う
少
し
み
て
み
よ
う
。
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
（
あ
る
い
は
何
ら
か
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
一
ス
ケ
ー
ル
）
が
作
ら
れ
る
理
由
は
、
㈹
、
記
述
に
用
い
ら
れ
る
用
語
に

入
り
込
む
主
観
性
を
排
し
、
㈲
、
詳
細
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
膨
大
な
も
の
に
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な
ら
ざ
る
を
得
な
い
資
料
を
縮
約
し
、
り
、
資
料
を
数
量
化
し
て
表
現
す
る
上
に

都
合
が
よ
い
、
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
法

が
重
宝
が
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
方
法
が
あ
る
点
で
科
学
主
義
の
要
請
を
満
た
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
ら
か
じ
め
観
察
項
目
を
定
め
、
そ
れ
に
該
当
す
る

行
動
が
生
起
し
た
か
ど
う
か
を
一
定
の
時
間
帯
の
中
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
観
察
主
体
の
主
観
に
左
右
さ
れ
ず
に
」
「
誰
が
観
察
し
て
も
同
じ
結
果
が

え
ら
れ
る
」
と
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
記
述
に
日
常
用
語
を
用
い
て
子
ど
も
な
ど
の
観
察
対
象
を
記
述
す

る
と
き
、
そ
こ
に
研
究
者
個
人
の
独
得
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
は
大
い
に
あ
り
う
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
共
通
理
解
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
ら
か
じ
め
定
義
さ
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
一
リ

ス
ト
項
目
（
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
な
る
も
の
も
、
決
し
て
一
義
的
な
も
の
で

は
な
い
。
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
資
料
を
縮
約
す
る
と
い
う
第
二
の
要
請

の
た
め
に
、
項
目
そ
れ
自
体
に
か
な
り
幅
広
い
概
念
規
定
し
か
で
き
な
い
こ
と
が

多
く
、
し
た
が
っ
て
肌
理
粗
く
み
れ
ば
同
族
性
を
示
す
よ
う
に
見
え
る
二
っ
の
行

動
が
、
実
は
質
的
に
異
な
る
と
い
う
場
合
も
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
項
目
数
を
増
や
し
て
い
く
と
、
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
の
長
所
が
失
な
わ
れ
て

し
ま
う
。
そ
れ
に
、
あ
る
行
動
を
当
該
の
項
目
に
入
れ
る
入
れ
な
い
の
判
断
の
水

準
で
、
す
で
に
相
当
量
の
暖
昧
さ
　
　
そ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
主
観
が
　
　
入
り

込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
難
点
は
、
認
識
の
運
動
に
よ

る
軌
道
修
正
と
い
う
先
の
論
法
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
複
数
の
観
察
者
に
よ
る
評

定
の
一
致
度
と
か
、
観
察
者
の
評
定
の
確
信
度
な
ど
と
い
う
数
量
的
な
表
現
に
よ

っ
て
、
あ
る
程
度
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
観
察
経
験
の
乏
し
い
初
心

者
が
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
を
用
い
て
行
な
っ
た
観
察
結
果
の
信
頼
性
が
低
ノ
＼
経

験
豊
か
な
者
の
観
察
結
果
の
信
頼
性
が
高
く
な
る
と
い
う
事
実
は
何
を
物
語
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
チ
ェ
ッ
ク
。
リ
ス
ト
法
が
「
講
が
行
な
っ
て
も
同
じ
結
果

を
も
た
ら
す
」
全
く
客
観
的
な
方
法
で
あ
っ
て
、
観
察
主
体
の
主
観
に
左
有
さ
れ

な
い
も
の
な
ら
ぱ
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
う
い
う
事
実
が
あ
る
以
上
は
、
ヂ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
法
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に

あ
る
種
の
主
観
が
入
る
の
を
免
れ
え
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
日
常
用
語
に
よ
る
詳
細
な
記
述
が
主
観
的
で
、
チ
ェ
ッ

ク
・
リ
ス
ト
が
客
観
的
だ
と
い
う
主
張
は
か
な
り
ず
さ
ん
な
議
論
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
日
常
用
語
に
込
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
主
観
性
な
る
も
の
は
、
あ
る

行
動
を
い
ず
れ
か
の
項
目
に
入
れ
込
む
と
き
の
主
観
性
と
同
種
の
も
の
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
悠
意
的
だ
と
か
、
で
た
ら
め
だ
と
か
い
い
う
る
よ
う
な
主
観
性
な

の
で
は
な
い
。
前
者
が
非
科
学
的
で
、
後
者
が
科
学
的
な
方
法
論
な
の
で
は
な

く
、
両
者
の
違
い
は
む
し
ろ
研
究
主
体
の
表
現
上
の
戦
略
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

　
実
際
、
学
会
発
表
や
研
究
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、
研
究
者
間
の
認
識
の
違
い
の

も
と
に
な
る
の
は
、
何
よ
り
も
リ
ス
ト
項
目
の
定
義
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
し
て
結

局
は
、
当
の
研
究
主
体
か
ら
、
再
び
日
常
用
語
で
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
、
時

に
は
身
ぶ
り
手
ぶ
り
も
ま
じ
え
て
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ぱ
、
得
心
が
い
か
な

い
こ
と
が
多
い
。

　
だ
が
、
チ
ュ
ッ
ク
。
リ
ス
ト
の
間
題
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
も
と
も
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
チ
ェ
ッ
ク
・
リ
ス
ト
な
る
も
の
は
、
特
定
の
観
察
主

体
の
長
年
に
わ
た
る
経
験
を
対
象
化
し
た
結
果
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

当
の
研
究
主
体
は
、
そ
の
リ
ス
ト
項
目
が
観
察
対
象
の
行
動
記
述
全
体
の
縮
約
的

表
現
た
り
う
る
と
い
う
確
信
、
つ
ま
り
必
要
に
し
て
十
分
な
項
目
で
あ
る
と
い
う
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確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
当
の
研
究
主
体
に
は
、
ま
さ
に
そ
う

い
う
項
目
に
要
約
表
現
さ
れ
る
行
動
が
、
「
際
立
っ
て
見
え
た
」
わ
け
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
見
る
主
体
に
き
わ
め
て
自
然
に
「
見

え
て
い
る
も
の
」
が
、
当
の
主
体
に
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
意
識
さ
れ
な
い
様
々
な

次
元
（
経
験
、
理
論
的
枠
組
、
人
間
観
や
児
童
観
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
人
の
欲
望

の
系
）
を
背
景
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
た
「
図
」
、
暗
黙
の
図
化
作
用
の
結
果
だ

と
す
る
な
ら
、
そ
の
必
要
十
分
性
は
必
ず
し
も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
塑
言
す
れ
ば
、
同
じ
子
ど
も
、
同
じ
現
象
を
観
察
し
て
も
、
研
究
者

に
よ
っ
て
切
り
出
す
リ
ス
ト
項
目
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ

は
あ
る
項
目
が
落
ち
て
他
の
項
目
が
入
る
と
い
っ
た
部
分
的
な
相
違
に
と
ど
ま
ら

ず
、
項
目
の
布
置
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
各
リ
ス
ト
項
目
は
観
察
対
象
の
全
本
象
把
擢
と
内
的
緊

張
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
リ
ス
ト
項
目
が
切
り
出
さ
れ
て
く
る
過
程
を
反
省
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
あ
る
特
定
の
研
究
者
の
長
年
に
亘
る
個
人
的
経
験
を
対
象
化
し
た
結
果
で

あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
常
用
語
で
で
も
記
述
し
う
る
は
ず
の
も
の
を
、
そ
の

よ
う
に
縮
約
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
旦
リ
ス
ト
項

目
が
一
つ
一
つ
の
項
目
と
し
て
分
離
し
て
提
示
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ら
が
切

り
出
さ
れ
て
く
る
も
と
と
な
っ
た
、
当
の
研
究
主
体
に
よ
る
全
本
性
把
握
は
霧
散

し
て
し
ま
っ
て
、
あ
た
か
も
項
目
そ
れ
単
独
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
生

み
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
研
究
者
が
お
の
れ
の
実

存
と
の
関
係
性
の
中
で
捉
え
た
も
の
、
つ
ま
り
子
ど
も
の
「
相
貌
」
と
し
て
捉
え

た
も
の
と
、
観
察
の
対
象
項
目
と
し
て
還
元
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
で
も
っ
て
提
え
た

も
の
と
の
ズ
レ
が
入
り
込
む
。
多
く
の
研
究
者
は
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
に
縮
約
し

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

た
結
果
、
自
分
の
見
た
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
っ
て
こ
な
い
と
い
う

不
満
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
研
究
者
の
苛
立
ち
は
、
要
す
る
に
こ
の
ズ

レ
、
す
な
わ
ち
相
貌
的
な
「
見
る
」
と
対
象
知
覚
的
な
「
見
る
」
の
ズ
レ
に
由
来

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
初
心
の
観
察
者
が
出
来
合
い
の
リ
ス
ト
項
目
に

し
た
が
っ
て
子
ど
も
を
見
、
記
録
を
と
っ
て
事
足
れ
り
と
し
た
の
で
は
、
決
し
て

良
い
観
察
は
生
ま
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
項
目
に
従
っ
て
、
と
い
う
こ
と
は
、
ま

さ
に
子
ど
も
を
物
の
よ
う
に
見
る
と
い
う
こ
と
、
子
ど
も
を
全
体
と
し
て
で
は
な

く
、
断
片
に
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
初
心
と
は
い
え
、
お
の
れ

の
目
に
映
じ
る
が
ま
ま
の
子
ど
も
の
全
体
と
し
て
の
姿
を
と
ら
え
、
そ
れ
と
与
え

ら
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
る
子
ど
も
の
像
と
の
落
差
を

反
省
し
て
み
て
は
じ
め
て
、
子
ど
も
の
捉
え
方
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
も
し
こ
こ
で
認
識
の
公
共
性
に
つ
い
て
語
る
な
ら
ば
、
チ
ュ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
の

方
法
が
そ
れ
白
体
客
観
的
で
公
共
性
に
向
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
風
に
考

え
て
自
足
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
チ
ェ
ッ
ク
一
リ
ス
ト
に
集
約
さ
れ
る
個
人

的
経
験
の
真
実
を
各
自
が
も
ち
よ
っ
て
ぶ
つ
け
あ
い
、
そ
れ
を
全
体
化
す
る
と
い

う
意
味
で
の
、
経
験
の
公
共
化
に
つ
い
て
語
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

、
つ
◎

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
目
に
映
じ
る
も
の
と
し
て
の
行
動
の
直
接
観
察
か
ら
、

学
校
や
幼
稚
園
で
の
人
物
評
価
へ
と
広
げ
て
み
る
と
、
も
っ
て
鮮
明
に
な
っ
て
こ

よ
う
。
科
学
者
然
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
人
で
も
、
た
と
え
ば
既
存
の
チ
ェ
ッ

ク
・
リ
ス
ト
に
従
っ
て
あ
る
人
物
を
評
定
せ
よ
と
い
わ
れ
た
と
き
、
お
の
れ
の
評

定
が
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
か
、
他
者
の
評
定
と
必
ら
ず
一
致
す
る
な
ど
と
は
た

い
て
い
確
信
で
き
ず
、
む
し
ろ
人
そ
れ
ぞ
れ
主
観
的
な
（
し
か
し
そ
れ
な
り
に
真

sokyu

sokyu
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岡
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実
の
）
判
断
を
下
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
人
物
の
評
定
に
は
、
判
定
者
の
価
値
観
、
興
味
、
好
み
な
ど
が
関
与
し
て
く

る
こ
と
を
、
各
自
が
実
感
と
し
て
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
◎
評
定
が
他
者
と

一
致
す
る
の
は
、
自
分
の
評
定
が
正
確
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
よ
り
、
人
を
み
る

枠
組
が
大
体
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
評
定
が
違
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

そ
の
評
定
が
ず
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
う
い
う
枠
組
が
異
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
考
え
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ぱ
共
通
認
識
と
し
て
ほ
ぼ
定

着
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
い
ざ
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
の
行
動
観
察
の
事

態
に
な
る
と
、
一
挙
に
お
の
れ
も
他
者
も
「
透
明
」
に
な
り
う
る
か
の
よ
う
に
語

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
や
は
り
、
「
目
に
う
つ
る
他
者
の
行
動
は
誰
の
目
に
も
同

じ
に
み
え
る
は
ず
だ
」
と
い
う
神
話
　
　
静
観
的
、
認
知
的
な
態
度
を
前
提
す
れ

ば
正
し
い
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
そ
う
だ
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て

　
　
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

　
「
観
察
さ
れ
た
も
の
」
が
、
観
察
主
体
に
ど
れ
ほ
ど
自
明
に
、
所
与
と
し
て
映

ろ
う
と
も
、
そ
し
て
誰
に
も
ま
さ
に
こ
の
通
り
に
見
え
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
よ
う

と
も
、
そ
れ
は
、
常
に
主
体
の
暗
黙
の
図
化
作
用
の
結
果
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
そ
れ
に
は
そ
の
主
体
の
実
存
の
様
態
と
い
う
刻
印
が
押
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
0
）

　
さ
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
次
の
よ
う

な
観
察
結
果
を
述
べ
て
い
る
。
一
才
半
に
な
る
幼
児
が
、
端
に
紐
の
つ
い
た
糸
巻

き
を
ベ
ッ
ト
の
向
う
側
に
投
げ
込
ん
で
は
「
オ
ー
才
ー
オ
ー
」
と
言
い
、
糸
巻
き

が
見
え
な
く
な
る
と
紐
を
引
っ
ぱ
っ
て
、
糸
巻
き
が
姿
を
あ
ら
わ
す
と
今
度
は
嬉

し
げ
に
「
ダ
」
生
言
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ロ
ィ
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
、
母
親
が
不
在
に
な
る
と
い
う
苦
痛
な
体
験
を
遊
び
と
し
て
反
復
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
例
に
お
い
て
も
、
た
ま
た
ま
偶
然
そ
う
い
う
遊
び
が
最

初
何
の
意
味
も
伴
わ
ず
に
ま
ず
観
察
さ
れ
、
事
後
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
与
え
ら

れ
た
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
解
釈
」
を
成
り
立
た
せ

る
理
論
的
地
平
を
フ
ロ
イ
ト
が
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
一
見
と
り
と
め
も
な
い

子
ど
も
の
行
動
が
、
ま
さ
に
取
り
挙
げ
ら
れ
記
述
さ
れ
る
べ
き
行
動
と
し
て
フ
ロ

イ
ト
の
目
に
析
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
図
と
し
て
浮
き
出

る
と
き
に
は
、
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ
ト
の
そ
の
よ
う
な
「
解
釈
」
を
当
然
の
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
u
）

し
て
許
す
よ
う
な
相
貌
が
伴
わ
れ
て
い
た
に
椙
違
な
い
。
仮
り
に
観
察
者
が
ピ
ア

ジ
ェ
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
の
子
の
行
動
は
循
環
反
応
の
格
好
の
例
と
み
え
た
か
も

し
れ
な
い
し
、
そ
う
い
う
理
論
的
背
景
を
も
た
な
い
観
察
者
に
は
取
る
に
足
ら
な

い
行
動
と
し
て
見
逃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
観
察
者
に

「
見
え
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
観
察
者
の
側
の
暗
黙
の
図
化
作
用
、
主

題
化
作
用
の
結
果
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
見
る
主
体
が
決
し
て
透
明
で
は
な
い
こ
と
、
見
え
る

も
の
は
そ
の
不
透
明
さ
を
背
景
に
浮
き
出
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
度
、
観
察
主
体
が
不
透
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
不
透
明
さ
が
何
に
よ
る
も
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
の
不
透
明
さ
を
観
察
者
が
対
自
化
し
う
る
よ
う
な
経
験
を
も
つ
た

め
の
方
略
を
、
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
黙
し
た
ま
ま
で
こ
の
私
の
ま
な
ざ
し
を
支
え
て
い
る

諸
次
元
を
明
る
み
に
だ
す
た
め
に
、
世
界
に
ぴ
っ
た
り
と
取
り
込
ま
れ
て
い
る
お

の
れ
を
還
元
し
、
今
「
見
え
て
い
る
も
の
」
と
こ
の
私
の
実
存
と
の
間
に
張
り
め

ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
不
可
視
の
糸
を
可
視
的
な
も
の
に
す
る
作
業
に
取
り
組
ま
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
婁
言
す
れ
ば
、
見
る
者
に
は
ま
ず
も
っ
て
「
事
象

の
側
か
ら
の
告
知
」
と
い
う
風
に
受
け
取
ら
れ
た
も
の
を
、
見
る
者
の
実
存
の
暗

黙
の
諸
次
元
を
背
景
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
た
図
と
い
う
風
に
捉
え
か
え
す
作
業

が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
を
観
察
す
る
主
体
の
側
に
潜
勢
的
、
先

取
り
的
に
働
い
て
い
る
意
味
了
解
の
基
盤
が
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
れ
ぼ
、
子
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

も
は
常
に
お
と
な
と
の
関
係
の
な
か
で
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
子

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ど
も
は
常
に
お
と
な
か
ら
み
た
子
ど
も
な
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
子
ど
も
に

つ
い
て
の
認
識
は
お
と
な
自
身
に
つ
い
て
の
認
識
と
共
変
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
が
真
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
今
見
え
て
い
る
も
の
と
こ
の
私
の
実
存
と
の
間
に
張
り

巡
ら
さ
れ
て
い
る
不
可
視
の
糸
を
可
視
的
な
も
の
に
す
る
作
業
」
と
は
、
お
の
れ

白
身
に
現
象
学
的
還
元
を
施
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
象
学
的
還
元
は
、

観
察
の
実
践
主
体
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
視
点
変
更
、
態
度
変
更
と
い
っ
て
も
よ

い
。　

さ
て
、
お
の
れ
の
目
に
自
明
な
も
の
、
「
明
証
的
な
も
の
」
と
し
て
映
っ
た
も

の
に
還
元
を
施
す
と
き
に
は
、
い
つ
も
何
ら
か
の
低
抗
が
伴
う
も
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
一
人
の
知
恵
遅
れ
の
子
ど
も
が
、
普
通
児
な
ら
ぱ
見
知
ら
ぬ
お
と
な
の

面
前
で
決
し
て
言
わ
な
い
よ
う
な
卑
狼
な
言
葉
を
口
に
し
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
を

耳
に
し
た
と
き
私
は
不
快
な
気
分
に
な
り
、
あ
る
い
は
は
っ
き
り
と
嫌
悪
感
さ
え

覚
え
る
。
こ
の
嬢
悪
感
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
私
を
訪
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
子
の
行
動
の
意
味
を
了
解
す
る
た
め
に
、
こ
の
嫌
悪
感
を
「
括
弧
」

に
入
れ
て
視
点
変
更
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
、
私
に
は
ま
ず
一
種
独
得
の
抵
抗

感
が
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
低
抗
に
打
ち
か
っ
て
視
点
変
更
（
態
度
変
更
）

が
な
さ
れ
て
い
く
と
、
そ
の
嬢
悪
感
の
よ
っ
て
き
た
る
ゆ
え
ん
が
　
　
知
恵
運
れ

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

の
子
ど
も
の
側
の
問
題
と
私
の
側
の
問
題
が
同
時
に
　
　
次
第
に
明
る
み
に
出
て

く
る
。
ま
ず
一
方
で
は
、
そ
の
知
恵
遅
れ
の
子
ど
も
が
示
し
た
そ
の
よ
う
な
社
会

性
の
阻
害
さ
れ
た
言
動
が
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
彼
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
杜
会
関
係
の
中
に
お
か
れ
て
き
た
の

か
、
普
通
児
た
ち
が
自
然
に
持
つ
瑳
の
経
験
が
彼
の
場
合
い
か
に
奪
わ
れ
て
い
た

の
か
、
等
々
、
そ
の
子
の
生
の
諸
次
元
が
よ
う
や
く
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

と
同
時
に
、
彼
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
が
私
の
実
生
活
か
ら
い
か
に
縁
遠
い
も
の

か
、
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
私
自
身
の
蟻
の

考
え
方
、
自
分
の
子
ど
も
へ
の
駿
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
杜
会

が
子
ど
も
に
ど
の
よ
う
な
姿
を
期
待
し
て
い
る
の
か
等
々
、
そ
れ
ま
で
黙
し
た
ま

ま
で
私
自
身
を
貫
い
て
い
た
私
の
実
存
の
諸
次
元
が
、
一
つ
一
つ
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
最
初
は
知
恵
遅
れ
の
子
ど
も
と
普
通
児
と
の
単
純
な
落
差
と
し
て

し
か
提
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、
実
は
知
恵
遅
れ
の
子
ど
も
た
ち
の
置
か
れ
て

い
る
疎
外
状
況
の
所
産
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
自
身
の
子
ど
も
観
と
障
害
児
観
、

つ
ま
り
そ
う
い
う
考
え
を
暗
黙
の
う
ち
に
抱
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
私
の
実
存
全

体
の
所
産
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
う
や
く
了
解
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
子
の
そ
う
し
た
言
辞
が
、
彼
の
「
本
性
に
固
有
の
も
の
」
な
ど
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
く
る
に
つ
れ
、
彼
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
っ
た
相
貌
の
下
に
見
え
て

く
る
だ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
子
ど
も
は
、
私
か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
た
、
単
な
る
認
識
の
対

象
な
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
と
お
と
な
の
間
に
は
無
数
の
糸
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
る
。
子
ど
も
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
に
子
ど
も

が
わ
れ
わ
れ
お
と
な
の
生
の
領
域
に
か
か
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
揺
さ
ぶ
る
か
ら



「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
子
ど
も
を
お
の
れ
と
の
関
係
の
中
で
し
か
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
も
し
そ
の
関
係
を
断
ち
切
っ
て
子
ど
も
を
見

る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
子
ど
も
と
お
の
れ
と
の
関
係
を
浮
き
彫

り
に
す
る
た
め
の
方
略
と
し
て
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
は
子
ど
も
を
常
に
あ
る
相
貌
の
も
と
に

見
て
、
「
む
き
だ
し
の
も
の
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
相

貌
に
は
見
る
主
体
（
お
と
な
）
の
実
存
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
見
る
人
に

よ
っ
て
見
え
る
相
貌
が
異
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
図
化
さ
れ
る
子
ど
も
の
行
動
が
異

な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
見
る
主
体
に
「
図
」
と
し
て
「
見
え

て
く
る
も
の
」
は
、
見
る
主
体
の
実
存
と
共
変
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
子
ど
も
を
見
る
こ
と
は
、
お
と
な
が
自
分
自
身
を
振
り
返

っ
て
み
る
こ
と
に
通
じ
る
。
「
見
え
る
も
の
」
と
し
て
の
子
ど
も
は
、
そ
の
ま
ま

当
の
お
と
な
の
生
き
様
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
お
の
れ

の
目
に
見
え
る
も
の
」
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
と
お
の
れ
自
身

の
実
存
の
意
味
が
同
時
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
ど
も
を
見
る

と
は
、
一
面
で
は
私
の
実
存
に
鋭
く
問
い
を
つ
き
つ
け
る
そ
の
子
ど
も
と
共
に
生

き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
安
住
し
眠
り
込
も
う
と
す
る
私
が
目
醒
め
る
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
わ
れ
わ
れ
お
と
な
に
と
っ
て
問
題

性
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

二
　
子
ど
も
は
い
か
な
る
意
味
で
主
体
な
の
か

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
子
ど
も
は
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
閉
じ
た
存
在

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
と
の
関
係
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
。
で
は
、
一
体

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
子
ど
も
の
主
本
性
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
誕
生
後
か
な
り
長
い
間
、
子
ど
も
は
ほ
と
ん
ど
全
く
お
と
な
に
依
存
し
、
お
と

な
の
養
育
が
な
け
れ
ば
生
命
さ
え
維
持
で
き
な
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
お
と

な
の
側
は
そ
の
養
育
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
、
細
か
な
気
遣
い
と
暖
い
愛
情
で

子
ど
も
を
包
む
。
そ
こ
か
ら
お
と
な
に
は
、
子
ど
も
は
お
の
れ
の
分
身
、
お
の
れ

の
延
長
、
自
分
が
果
し
え
な
か
っ
た
価
値
を
実
現
し
て
く
れ
る
存
在
、
希
望
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
2
）

も
の
、
と
い
っ
た
幻
想
が
生
ま
れ
て
く
る
。
と
り
わ
け
母
親
の
場
合
に
は
、
妊
娠

と
出
産
と
い
う
体
験
と
、
日
々
の
授
乳
や
排
泄
の
始
末
な
ど
の
身
体
的
接
触
を
通

し
て
母
子
一
体
感
さ
え
生
ま
れ
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
と
両
親
（
と
く
に
母
親
）
と
の
間
に
融
合
的
な
関
係
が
あ

っ
て
、
し
か
も
両
親
の
側
か
ら
ほ
と
ん
ど
一
方
的
に
働
き
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
状
況
の
下
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
の
主
体
性
に
つ
い
て
語
り
う
る

よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
子
ど
も
の
自
我
の
発
生
あ
る
い
は
自
我
の
形
成
と
相

即
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
母
子
一
体
と
な
っ
た
融
合
系
に
偏
極
が
生
じ
る
機
縁
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
れ
ま
で
精
神
分
析
諸
家
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
そ
の

一
つ
は
、
こ
の
《
私
》
（
い
自
我
）
の
投
描
点
と
し
て
の
自
H
已
の
身
体
像
の
発
見

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
他
者
の
も
の
と
異
な
る
、
お
の
れ
の
欲
望
の
領
野
の
確

認
で
あ
る
。

　
幼
児
が
お
の
れ
の
鏡
像
と
出
合
う
こ
と
の
う
ち
に
白
我
の
萌
芽
を
見
よ
う
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
3
）

た
の
は
、
J
ニ
フ
ヵ
ン
で
あ
る
。
当
初
、
子
ど
も
は
母
親
に
融
合
し
て
い
る
た
め

に
白
己
の
身
体
の
統
一
性
を
見
出
し
え
な
い
。
け
れ
ど
も
誕
生
後
六
カ
月
か
ら
十

八
カ
月
の
間
（
鏡
像
段
階
）
に
、
子
ど
も
は
鏡
に
映
っ
た
お
の
れ
の
像
を
見
る
と
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い
う
具
体
的
経
験
を
通
し
て
、
お
の
れ
の
像
を
《
私
》
と
し
て
身
に
引
き
受
け
て

い
く
よ
う
に
な
る
。
ラ
カ
ン
は
こ
れ
が
後
の
自
我
の
輸
郭
と
な
る
と
い
う
の
で
あ

る
。

　
確
か
に
、
生
後
十
カ
月
余
り
の
幼
児
を
父
親
が
抱
い
て
一
緒
に
鏡
に
映
る
と
、

そ
の
子
は
鏡
に
映
っ
た
父
親
を
み
て
に
っ
こ
り
微
笑
み
、
父
親
が
抱
い
て
い
る
そ

の
子
の
背
後
か
ら
声
を
か
け
る
と
驚
い
た
よ
う
に
ふ
り
向
く
。
そ
し
て
鏡
に
映
っ

た
白
分
の
像
に
は
困
っ
た
よ
う
な
、
何
と
も
表
現
し
が
た
い
微
笑
で
も
っ
て
応
え

る
。
け
れ
ど
も
し
ば
ら
く
し
て
誕
生
頃
に
な
る
と
、
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
像
を
み

て
大
変
な
喜
び
よ
う
を
示
す
よ
う
に
な
る
（
自
家
観
察
例
）
。

　
わ
れ
わ
れ
は
自
分
以
外
の
人
な
ら
ば
こ
の
肉
眼
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

幼
児
が
相
当
早
い
時
期
に
ま
ず
母
親
を
、
そ
れ
か
ら
父
親
を
認
知
で
き
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
4
）

な
る
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
自
分
の
手
足
や
体
幹
は
白
分
の

目
で
み
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
自
分
の
相
貌
を
自
分
の
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
故
、
生
ま
れ
て
初
め
て
自
分
の
相
貌
を
鏡
の
中
に
見
た
幼
児
は
、
ま
ず

も
っ
て
お
の
れ
の
像
を
《
他
者
》
と
し
て
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
い
ず

れ
は
鏡
の
中
の
そ
の
《
他
者
》
を
、
《
私
》
と
し
て
身
に
引
き
受
け
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
カ
ン
は
こ
う
し
た
こ
と
の
う
ち
に
、
自
我
の
萌
芽
が
認
め
ら

れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ル
ソ
ナ

　
実
際
、
こ
の
《
私
》
が
お
の
れ
の
相
貌
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仮
面
を
被
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
ル
ソ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詳
岬
1
5
）

顔
を
隠
せ
ば
、
違
っ
た
人
格
と
し
て
振
舞
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
、
《
私
》
が
お
の
れ
の
相
貌
を
身
に
引
き
う
け
る
こ
と
の
う
ち
に
、
　
つ

ま
り
あ
の
相
貌
を
も
つ
あ
の
者
が
こ
の
《
私
》
な
の
だ
と
想
い
入
る
こ
と
の
う
ち

に
、
他
者
か
ら
こ
の
私
を
境
界
づ
け
、
こ
の
《
私
》
を
そ
の
相
貌
と
身
体
の
う
ち

に
限
局
す
る
端
緒
が
切
り
開
か
れ
る
。
そ
し
て
、
私
は
そ
の
最
初
に
出
会
わ
れ
た

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、

「
他
者
」
へ
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
私
》
に
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ
の
相
貌
を
引
き
受
け
る
「
引
き
受
け
方
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
お
の
れ

の
相
貌
は
《
私
》
の
申
に
深
く
根
を
お
ろ
す
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ぱ
自
我
は
相
貌

の
中
に
受
肉
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
鏡
像
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幼
児
は
お
の
れ
の
身
体
を
他
の

身
体
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
分
が
「
見
ら
れ

る
も
の
」
で
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
の
極
で
は
ナ
ル
シ
シ

ズ
ム
ヘ
と
、
他
方
の
極
で
は
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
射
す
く
め
ら
れ
て
他
者
の
奴
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
6
）

へ
と
傾
斜
し
て
い
く
可
能
性
が
生
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
と
も
あ
れ
、
自
－
他
の
融
合
系
に
偏
極
が
生
じ
、
そ
の
渦
の
中
心
に
幼
児
が
お

の
れ
を
定
位
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
つ
に
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
、

幼
児
が
お
の
れ
の
鏡
像
を
生
き
る
こ
と
を
通
し
て
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
母
子
一
体
と
な
っ
た
ま
ま
の
末
分
化
な
状
況
に
偏
極
が
生
じ
て
く
る
も

う
一
つ
の
要
因
は
、
子
ど
も
の
欲
望
の
領
野
と
、
他
者
（
母
親
）
の
欲
望
の
領
野

と
が
衝
突
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
お
の
れ
の
欲
求
や
要
求
が
す

べ
て
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
し
、
そ
れ
ら
が
自
他
の
区
別
を
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と

も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
お
の
れ
の
欲
望
が
他
者
の
欲
望
と
鋭
く
対
立
す
る
と
き
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
　
つ
ま
り
、
「
こ
れ
を
欲
す
る
の
は
私
で
あ
っ
て
他
者
で
は

な
い
」
と
い
う
風
に
し
て
欲
望
の
主
体
に
「
図
」
化
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
こ
こ
に

い
る
自
分
と
、
向
う
に
い
る
他
者
と
が
異
な
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
が
実
感
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
の
欲
動
論
が
教
え
て
い
る
の
は
、
人
は
本
来
的
に
欲
望

を
も
つ
存
在
で
あ
り
、
人
が
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
各
自
の
欲

望
が
ぶ
つ
か
り
あ
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
世
界
の
中
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

で
生
き
る
根
源
的
な
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
と
す
る
と
、
子
ど
も
と
お
と
な
（
両
親
）
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
が
最
初
に
ぷ
つ

か
る
場
が
問
題
に
な
る
。
子
ど
も
の
欲
望
に
対
立
す
る
お
と
な
の
側
の
欲
望
を
、

両
親
の
超
自
我
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
杜
会
的
・
文
化
的
な
規
範
、
捷
　
　
つ
ま

り
子
ど
も
が
杜
会
的
存
在
に
な
っ
て
い
く
う
え
で
、
個
人
の
快
原
則
に
抗
し
て
身

に
引
き
受
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
　
　
と
い
う
風
に
考
え
れ
ば
、
自
－
他

の
欲
望
が
最
初
に
ぶ
つ
か
り
合
う
場
は
、
排
泄
訓
練
に
代
表
さ
れ
る
《
駿
の
場
》

だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
お
と
な
の
側
の
欲
望
と
い
う
こ
と
を
、
母
親

の
個
人
的
欲
望
　
　
彼
女
の
心
的
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
支
配
さ
れ
た
無
意
識
の
欲

望
、
現
実
生
活
の
中
か
ら
生
じ
て
く
る
彼
女
に
固
有
の
欲
望
　
　
と
い
う
風
に
解

す
れ
ば
、
排
泄
訓
練
よ
り
も
も
っ
と
早
期
の
、
授
乳
や
離
乳
の
場
を
考
え
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
ア
ン
ナ
。
フ
ロ
イ
ト
と
メ
ラ
ニ
ー
。
ク
ラ
イ
ン
の
対
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
精
神
分
析
諸
家
の
間
に
は
自
我
。
超
自
我
の
形
成
さ
れ
る
時
期
を
巡
っ
て
多

く
の
意
見
対
立
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
一
他
の
欲
望
の

衝
突
す
る
場
を
ど
こ
に
求
め
る
か
の
対
立
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
対
立
は
と
も
あ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
精
神
分
析
理
論
は

自
一
他
の
欲
望
が
ぶ
つ
か
り
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
の
理

論
に
従
え
ば
、
こ
の
対
立
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
ま
ず
最
初
、
お
の
れ
の
欲
望
の

ま
ま
に
振
舞
う
か
、
親
の
言
う
こ
と
に
屈
服
し
て
言
い
な
り
に
な
る
か
の
二
者
択

一
を
せ
ま
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
、
そ
の
衝
突
の
間
に
狭
い
隆
路
を
見
出

し
、
お
の
れ
の
欲
望
と
両
親
の
欲
望
の
調
停
を
は
か
る
よ
う
な
審
級
が
機
能
し
て

こ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
我
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
幼
な
い
自
我
の
成
立
は
、
自
－
他
未
分
化
な
、
あ
る
い

は
自
－
他
の
融
合
し
た
開
放
系
に
一
種
の
偏
極
が
生
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
子
ど
も
は

い
ろ
い
ろ
な
面
で
両
親
に
っ
な
が
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
幾

本
も
の
通
底
器
で
通
じ
あ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
じ
た
偏
極
の
渦
の
中
に
、
子
ど

も
が
自
ら
の
中
心
を
置
き
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
、
子
ど
も
を
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
7
）

体
と
し
て
語
り
う
る
基
盤
が
あ
る
の
で
あ
る
“

　
子
ど
も
は
も
は
や
、
も
っ
ぱ
ら
両
親
の
欲
望
の
対
象
で
は
な
い
。
両
親
の
あ
ら

ゆ
る
欲
望
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
圧
倒
的
な
影
響
を
う
け
な
が
ら
も
、
い
ま
や
子
ど

も
は
お
の
れ
の
欲
望
の
主
体
で
も
あ
る
。
そ
し
て
欲
望
の
主
体
と
し
て
世
界
に
内

属
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
の
れ
の
欲
望
を
通
し
て
世
界
を
見
、
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
世
界
を
切
り
取
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
仮
に
、
網
膜
像
神
話
の

極
点
に
あ
る
「
む
き
だ
し
の
、
あ
る
が
ま
ま
の
無
機
的
世
界
」
を
世
界
と
い
う
な

ら
、
子
ど
も
の
眼
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
世
界
は
、
子
ど
も
の
欲
望
に
よ
っ
て

貫
か
れ
体
制
化
さ
れ
た
、
有
機
的
な
環
境
世
界
（
o
享
①
5
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
・
」
れ
が
相
貌
的
な
世
界
だ
と
い
う
こ
と
は
、
前
節
で
み
た
と
う
り
で

あ
る
。
世
界
が
各
自
の
環
境
世
界
で
あ
り
、
相
貌
的
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
世
界
の
主
体
的
な
価
直
づ
け
、
い
わ
ぱ
世
界
の
自
己
化

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
は
お
の
れ
の
欲
望
の
主
体
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
を

お
の
れ
の
世
界
に
し
つ
ら
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
個
性
」

を
語
り
う
る
よ
う
に
、
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
己
化
が
い

っ
も
積
極
的
、
肯
定
的
な
結
果
ば
か
り
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

児
重
精
神
分
析
の
中
で
よ
く
話
題
に
な
る
、
「
子
ど
も
の
幻
想
に
お
け
る
悪
し
き

母
親
像
」
が
、
子
ど
も
か
ら
分
断
さ
れ
た
客
体
と
し
て
の
そ
の
母
親
の
特
性
に
よ
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っ
て
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
と
は
必
ず
し
童
言
え
ず
、
そ
の
母
－
子
関
係
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
8
）

る
そ
の
子
特
有
の
「
世
界
の
自
己
化
」
の
所
産
と
し
か
言
え
な
い
場
合
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
実
に
「
母
親
が
悪
い
か
ら
」
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
に
、
そ
の

子
の
欲
望
の
布
置
を
通
し
て
み
た
母
親
像
は
「
い
け
な
い
母
親
」
と
な
っ
て
し
ま

う
場
合
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
精
神
分
析
学
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
、

実
は
そ
こ
に
母
親
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
っ
て
、
彼
女
が
無
意
識
の
う
ち
に
子

ど
も
を
受
け
入
れ
ま
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
子
ど
も
が
そ
の
よ
う
な
幻
想
を

抱
い
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
が
そ
の

よ
う
な
幻
想
を
抱
く
こ
と
　
　
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
い
え
ば
、
子
ど
も
が
そ
の
よ

う
に
世
界
を
自
已
化
す
る
こ
と
　
　
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
子
ど
も
の
成
長
遇
程
が
お
と
な
の
側
（
両
親
）
の
働
き
か

け
に
よ
．
っ
て
一
義
的
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は
子
ど
も
の
主

体
的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
の
成
長
が
、
両
親
か
ら
の

自
立
、
主
体
的
な
自
已
形
成
と
い
う
積
極
的
、
肯
定
的
な
一
面
を
も
ち
な
が
ら
、

他
方
で
は
両
親
へ
の
不
信
、
不
満
を
増
大
さ
せ
る
危
険
な
一
面
も
も
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
お
と
な
に
よ
っ
て
足
場
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
生
の
輸
郭
を
素
描

さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
子
ど
も
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
そ
の
子
独
自
の
世
界
の

切
り
取
り
方
を
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
子
ど
も
の
不
幸
は
、

た
と
え
直
接
両
親
に
責
任
が
な
い
場
合
で
も
、
親
が
お
の
れ
の
責
任
に
お
い
て
身

に
引
き
受
け
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
子
ど
も
を
持
っ
も
の
の
務
め

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
に
納
得
す
る
こ
と
と
、
「
子
ど
も
の
不
幸
は
す
べ

て
親
に
責
任
が
あ
る
」
と
し
て
し
ま
う
こ
と
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

子
ど
も
の
不
幸
の
大
半
が
両
親
の
養
育
態
度
に
あ
る
こ
と
は
認
め
た
上
で
、
そ
れ

で
も
、
子
ど
も
自
身
の
世
界
の
切
り
取
り
方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
不
幸
も
あ
り
う

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
と
お
と
な
の
欲
望
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
の
中
に
子
ど
も

の
自
我
の
発
見
と
世
界
の
自
己
化
の
契
機
を
見
て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
欲
望
の

ぶ
つ
か
り
あ
い
は
、
赤
の
他
人
ど
う
し
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
か
ら
み
れ
ば
、
両
親
は
お
の
れ
の
欲
望
を
い
ろ
い
ろ
な
点
で
阻
止
し
、
無

理
難
題
を
押
し
つ
け
て
く
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
安
心
し
て
身
を
ゆ
だ
ね
ら

れ
る
存
在
、
自
分
を
養
育
し
て
く
れ
る
存
在
、
そ
し
て
自
分
が
お
と
な
に
な
っ
て

い
く
過
程
で
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
価
直
の
体
現
者
で
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
子
ど
も
は
一
方
で
反
携
し
な
が
ら
両
親
に
同
一
化
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な

い
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
、
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
か
ら
被
む
る
不
幸
を
乗
り
越
え
る

に
は
、
不
幸
の
源
泉
た
る
お
と
な
に
な
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
根
源
的
パ

ラ
ド
ク
ス
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
お
と
な
か
ら
み
れ
ば
子
ど
も
は
お

の
れ
の
分
身
で
あ
り
、
希
望
の
星
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
子
ど
も
を
も
う
一
人
の

自
分
と
し
て
同
一
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
自
分
の
両
親
か
ら
被
む
っ
た

悲
し
い
経
験
を
子
ど
も
か
ら
遠
ざ
け
た
い
と
思
う
し
、
子
ど
も
が
理
想
的
な
か
た

ち
で
育
っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
。
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
、
欲
望

の
主
体
と
し
て
世
界
の
申
心
に
お
の
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、
自
分
の
分
身
で
あ
る
と
か
自
分
の
理
想
の
代
理
人
で
あ
る
と
か
の

幻
想
は
破
れ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
自
分
を
つ
ま
づ
か
せ
る
存

在
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
は
他
者
と
し
て
の
お
と
な
を
わ
が
も
の
と

し
て
同
一
化
し
て
い
く
の
に
対
し
、
お
と
な
は
、
も
と
も
と
自
分
で
あ
っ
た
者
が

他
者
に
な
っ
て
い
く
の
を
ま
の
あ
た
り
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
同
一
化
は
子
ど
も
か
ら
お
と
な
へ
、
お
と
な
か
ら
子
ど
も
へ
と
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

二
重
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
欲
望
の
衝
突
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
様
相
を
呈
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ビ
バ
レ
ン
ト

こ
と
に
な
る
。
親
と
子
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
か
れ
る
感
情
が
両
価
的
に
な
ら
ざ

る
を
、
元
な
い
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
に
同
一
化
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
子
ど
も
を
叱
り
つ
け
た
後
に
、
決
ま
っ
て
何
と
も
形
容
し
が
た
い
み

じ
め
な
思
い
に
襲
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　
け
れ
ど
も
、
お
互
い
に
同
一
化
し
あ
っ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
各
自
が
家
族

と
い
う
布
置
の
申
で
異
な
っ
た
位
値
を
占
め
て
い
る
以
上
、
子
ど
も
と
親
の
関
係

は
対
等
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
不
平
等
関
係
に
お
け
る
親
の
側
の
圧
倒
的
な
働

き
か
け
を
肯
定
的
に
言
い
表
わ
せ
ば
、
「
子
ど
も
の
た
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
一
般
に
親
（
お
と
な
）
は
お
の
れ
の
側
の
子
ど
も
へ
の
働
き
か
け
を
、
概

し
て
高
く
見
積
も
り
が
ち
で
あ
る
（
白
分
の
こ
う
い
う
行
為
は
子
ど
も
に
よ
っ
て

こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
意
識
水
準
の

調
査
を
し
て
み
る
と
、
子
ど
も
の
側
の
親
に
対
す
る
評
価
よ
り
も
、
親
の
側
の
思

い
込
み
に
よ
る
評
価
の
方
が
高
く
で
て
き
や
す
い
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
（
お
と
な
）

の
側
に
は
、
子
ど
も
と
の
間
に
何
ら
葛
藤
は
な
い
と
い
う
幻
想
さ
え
生
ま
れ
て
く

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
子
ど
も
と
両
親
（
お
と
な
）
の
間

の
関
係
は
本
質
的
に
葛
藤
関
係
で
あ
る
。
子
ど
も
は
、
そ
の
誕
生
の
時
点
か
ら
、

つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

対
の
関
係
の
外
に
生
ま
れ
て
き
た
第
三
者
だ
と
い
う
点
で
、
夫
婦
と
い
う
対
幻
想

の
破
壊
者
の
運
命
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
子
ど
も
は
両
親
の
小
さ
な
分
身
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
お
と
な
た
ち
の
眠
れ
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
再
び
賦
活
す

る
存
在
者
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
お
と
な
の
物
理
的
な
時
間
と
空
間
に
干
渉
す
る

存
在
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
お
と
な
は
お
と
な
で
、
そ
の
置
か
れ
た

立
場
か
ら
し
て
、
子
ど
も
に
全
面
的
な
自
由
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
え
ず

干
渉
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
お
と
な
（
両
親
）
は
本
質
的
に
子
ど
も

に
干
渉
し
、
圧
倒
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
自
由
を
奪
う
存
在
な
の
だ
と
い
っ
て
も

よ
い
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
お
と
な
は
、
そ
の
よ
う
な
働
き
か
け
が
お
の
れ
の
置
か

れ
た
立
場
か
ら
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
絞
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
子
ど
も
を
お
の
れ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
全
く
の
個
人
的
欲
望
や
願
望
の

義
牲
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
葛
藤
関
係
に
あ
っ
て
、
両
親
や
お
と
な
の
側
か
ら
圧
倒

的
な
影
響
を
被
む
り
な
が
ら
も
、
一
度
偏
極
が
生
じ
る
と
、
子
ど
も
は
お
の
れ
を

世
界
の
中
心
に
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
子
ど
も
の
精
神
病
理
が
教
え
る
と
こ

ろ
で
は
、
自
分
が
世
界
の
中
心
に
な
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
お
の
れ
を
全
面
的
に

親
に
譲
渡
し
て
し
ま
い
、
親
か
ら
み
て
全
く
申
し
分
な
い
「
良
い
子
」
に
な
っ
た

と
き
、
そ
の
子
は
ま
さ
に
病
的
状
態
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。
お
の
れ
を
世
界
の
中

心
に
置
き
、
世
界
を
自
ら
切
り
取
り
、
こ
う
し
て
子
ど
も
は
少
し
ず
っ
自
立
し
、

白
由
を
獲
得
し
て
い
く
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
た
白
分
の
責
任
が
次
第
に

重
み
を
増
し
て
く
る
こ
と
で
も
あ
る
。
両
親
や
お
と
な
は
、
子
ど
も
の
生
を
子
ど

も
の
代
り
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
き
る
の
は
他
な
ら
ぬ
自
分
な
の
だ
と

い
う
こ
と
、
講
も
自
分
に
代
っ
て
生
き
て
は
く
れ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
、
子
ど

も
は
、
お
と
な
と
の
葛
藤
関
係
を
通
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
学
び
と
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
お
と
な
の
養
育
の
本
質
も
、
結
局
は
そ
の
点
を
子
ど
も

に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
要
す
る
に
子
ど
も
は
、
お
と
な
の
欲
望
の
客
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
お
の
れ
の

欲
望
の
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
と
お
と
な
の
関
係
は
顕
在
的
、
潜
在
的

に
葛
藤
し
た
関
係
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
お
と
な
（
親
）
で
あ
る
私
が
、
お
の
れ
の

欲
望
の
領
野
に
か
か
わ
り
を
も
つ
子
ど
も
の
問
題
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
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ま
ず
葛
藤
関
係
が
、
そ
し
て
ひ
る
が
え
っ
て
お
の
れ
の
欲
望
の
領
野
が
浮
か
び
あ

が
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
子
ど
も
は
お
と
な
に
依
存
し
、
お
と
な
の
援
助
を
必

要
と
し
な
が
ら
、
世
界
を
自
ら
切
り
取
り
そ
れ
を
身
に
引
き
受
け
て
い
く
。
つ
ま

り
、
子
ど
も
は
《
依
存
的
主
体
性
》
と
い
う
形
容
矛
盾
を
文
字
通
り
生
き
て
い
く

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
の
主
体
性
と
い
う
問
題
を
、
主
と
し
て
精
神
分
析
学

の
教
え
る
と
こ
ろ
に
拠
り
な
が
ら
、
「
お
と
な
の
欲
望
と
対
比
さ
れ
た
子
ど
も
白

身
の
欲
望
」
と
い
う
パ
ー
ス
ヘ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
み
て
き
た
。
子
ど
も
の
主
本
性
が

立
ち
現
わ
れ
て
く
る
原
基
と
し
て
子
ど
も
の
自
我
の
成
立
過
程
に
着
目
す
る
か
ぎ

り
、
こ
う
し
た
パ
i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
る
。
初
期
の

母
子
関
係
を
融
合
的
関
係
と
規
定
す
る
以
上
、
そ
の
分
離
の
契
機
が
当
然
考
一
ん
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
欲
望
の
対
時
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
で
は
、
た
し
か
に
自
我
の
成
立
、
自
立
の
過
程
が
主
題
化
さ
れ
、
「
図
」
と
し

て
把
握
さ
れ
や
す
い
。
た
と
え
ば
「
三
才
児
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
子
ど
も

の
反
抗
的
自
立
の
様
相
は
、
両
親
の
分
身
幻
想
の
崩
壊
と
表
裏
に
な
っ
て
「
見
え
る

も
の
」
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
　
　
に
抗
し
て
の
白
立
」
の

強
調
は
精
神
分
析
学
的
自
我
論
全
般
に
亘
っ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
う
し
た
「
図
」
は
、
母
子
一
本
性
、
あ
る
い
は
そ
の
延
長
と
し
て
の
子
ど
も
と

両
親
の
精
神
的
靱
帯
を
背
景
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
親
子
関
係
が
廿
い
幸
せ
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る

の
は
幻
想
で
あ
る
し
、
本
論
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
そ
れ
は
構
造
的
な
　
　
そ
う

い
っ
て
よ
け
れ
ば
本
質
的
な
　
　
葛
藤
関
係
を
内
包
し
て
い
て
、
多
く
の
危
険
、

危
機
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
し
か
し
子
ど
も
の
主

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

体
性
の
発
露
が
す
べ
て
お
と
な
の
欲
望
、
願
望
、
期
待
と
対
立
、
矛
盾
す
る
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
行
動
能
や
学
習
能
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
子
ど
も
が
世
界
の
中
で

自
ら
進
ん
で
き
生
る
こ
と
に
自
信
を
も
ち
は
じ
め
、
世
界
を
わ
が
も
の
に
し
、
白

ら
進
ん
で
事
に
あ
た
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
と
な
の
願
い
で
あ
り
喜
び
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
す
ら
、
欲
動
論
の
整
合
性
の
為
に
「
幻
想
」
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
の

は
一
面
的
で
あ
る
。
子
ど
も
と
親
の
関
係
は
互
い
の
「
受
苦
」
の
関
係
で
あ
る
と

同
時
に
「
喜
び
」
の
関
係
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、
本
質
的
に
錯
綜
し
た
逆
説
的
な

関
係
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
子
ど
も
と
親
（
お
と
な
）
の

対
時
関
係
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
と
お
と
な
の
融
合
的
、
共
生
的
な

関
係
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
の
主
体
性
を
み
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
は
、
親
（
お
と
な
）
は
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
を
受
容
す
る
の
か
、
子
ど
も

は
い
か
に
安
心
し
て
親
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
か
、
と
い
っ
た
共
生
的
な
パ
ー
ス
ベ

ク
テ
ィ
ブ
の
も
と
で
「
子
ど
も
を
見
る
」
と
い
う
問
題
を
記
述
し
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
註
な
ら
び
に
参
考
文
献

註
1
、
籟
巨
H
9
ま
｛
①
湯
く
o
｝
◎
H
◎
σ
q
｛
①
■
。
轟
①
8
冒
①
肉
く
目
H
ω
1
Φ

註
2
、
前
掲
特
集
号
の
序
文
■
①
さ
易
竃
け
宗
ぎ
混
8
H
①
の
中
で
H
。
ダ
ミ
シ
ュ

　
　
が
そ
の
よ
う
に
誕
言
し
て
い
る
。

訂
3
、
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
ま
じ
ま
じ
と
見
る
場
合
、
見
ら
れ
た
も
の
は
こ
の
文
脈
で

　
　
は
「
む
き
だ
し
の
も
の
」
と
捉
え
ら
て
い
る
。
け
れ
ど
も
「
万
人
に
自
明
な
、

　
　
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
そ
こ
に
あ
る
、
コ
ー
ヒ
ー
ヵ
ツ
プ
と
い
う
名
の
物
」
と
い
う

　
　
記
述
の
レ
ベ
ル
が
、
わ
れ
わ
れ
の
原
本
的
な
世
界
へ
の
内
属
関
係
を
前
提
し
て

　
　
　
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
自
然
な
自
明
性
」
を
支
え
る
《
何
か
》
が
あ
る
こ
と
は
、
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註
4

訂
5
、

註
6
、

註
7
、

「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）

分
裂
病
者
の
体
験
記
述
に
（
た
と
え
ば
セ
シ
ュ
ェ
ー
著
『
分
裂
病
の
少
女
の
手

記
』
参
照
）
接
す
れ
ば
了
解
さ
れ
る
。
日
常
、
目
に
自
然
に
見
え
る
も
の
は
既

成
の
沈
澱
し
た
意
味
を
皮
膜
と
し
て
被
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い

う
意
味
次
元
を
支
え
る
生
の
関
係
が
障
害
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
「
白
然
な
み
え
」

す
ら
破
壊
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
、
ま
じ
ま
じ
と
見
ら
れ
た
こ
の
物
の

様
相
が
真
の
「
む
き
だ
し
の
も
の
」
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
そ

う
し
た
病
的
解
離
状
態
に
ま
で
論
及
し
て
い
な
い
の
で
、
一
応
「
む
き
だ
し
の

も
の
」
と
は
、
通
常
の
、
所
与
と
し
て
目
に
見
え
る
が
ま
ま
の
も
の
を
意
味
し

て
い
る
。

ワ
ン
サ
イ
ド
：
く
ラ
ー
を
利
用
し
た
観
察
は
よ
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
み
え
る
子
ど
も
の
様
相
と
、
子
ど
も
と
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
と
き
に
み
え
る

子
ど
も
の
様
相
が
違
う
こ
と
は
良
く
し
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
落
差
の
意

味
を
十
分
見
極
め
る
に
は
、
お
の
れ
の
ま
な
ざ
し
の
様
態
の
変
化
を
解
明
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
実
験
で
は
コ
イ
ン
の
見
か
け
の
大
き
さ
を
白
い
円
板
に
移
し
変
え
て
そ
の

　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

径
（
Q
）
を
測
定
し
、
コ
イ
ン
の
実
際
の
径
（
Q
）
と
の
差
（
9
1
9
u
㌧
o
）

を
過
大
視
の
量
と
み
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
見
か
け
の
大
き
さ
を
円
板
に
移
し

変
え
る
操
作
は
、
生
き
ら
れ
た
コ
イ
ン
の
相
貌
性
を
、
対
象
知
覚
の
位
柏
に
引

き
下
ろ
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
種
の
実
験
に
は
〈
相

貌
の
測
定
〉
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
地

平
線
上
に
出
た
満
月
を
「
ウ
ァ
ー
大
き
な
お
月
さ
ま
だ
」
と
言
っ
た
の
ち
に
、

腕
を
伸
ば
し
て
手
に
持
っ
た
五
円
玉
の
穴
に
そ
の
月
が
ス
ッ
ポ
リ
収
ま
っ
て
し

ま
う
時
の
《
意
外
感
》
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

拝
幸
①
昌
雪
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、
、
Q
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、
亀
§
迂
ミ
ξ
事
◎
ξ
県
き
ミ
良
b
へ
§
N
s
§
§
“
、
、

H
㊤
お
．
邦
訳
「
発
達
心
理
学
入
門
」
六
八
頁
－
八
三
頁

「
見
る
」
に
は
も
う
一
つ
の
様
態
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
動
は
ほ
と
ん
ど
視

覚
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
は
「
見
な
が
ら
」
行
動
し
て
い
る
と

　
　
　
い
え
る
。
け
れ
ど
も
私
は
い
ち
い
ち
「
ー
を
見
て
い
る
」
と
意
識
し
な
が
ら
行

　
　
　
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
「
知
覚
」
の
ほ
と
ん
ど
は

　
　
　
物
の
上
に
沈
澱
し
て
い
る
既
成
の
意
味
を
ひ
ろ
い
あ
げ
て
は
次
々
に
す
べ
っ
て

　
　
　
い
く
だ
け
の
、
意
識
の
零
点
と
し
て
の
知
覚
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
題
化
さ

　
　
　
れ
な
い
「
兄
る
」
の
様
態
を
、
さ
し
あ
た
っ
て
《
地
平
的
な
「
見
る
」
》
の
様

　
　
　
態
と
名
付
け
て
お
こ
う
。
こ
の
地
平
的
な
知
覚
が
意
識
的
に
な
る
と
き
対
象
知

　
　
　
覚
と
な
る
の
で
あ
る
。

註
8
、
こ
の
よ
う
に
知
覚
の
相
貌
性
を
考
え
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
、
「
見
ら
れ
る
も
の
」

　
　
　
に
よ
っ
て
「
見
る
者
」
が
完
全
に
虜
に
な
り
圧
倒
さ
れ
て
金
縛
り
に
な
っ
て
し

　
　
　
ま
う
事
態
　
　
た
と
え
ぱ
各
種
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
事
物
恐
怖
症
　
　
な
ど

　
　
　
も
包
摂
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註
9
、
こ
の
よ
う
な
図
－
地
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
《
現
象
学
と
心
理
学
の
接
点
》

　
　
　
（
「
現
代
思
想
」
フ
ッ
サ
ー
ル
特
集
号
一
九
七
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註
1
0
、
邦
訳
『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
6
』
一
五
五
－
一
五
七
頁

註
u
、
い
わ
ば
、
見
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
暗
黙
の
予
料
が
あ
っ
て
、
い
か
な
る
態
度

　
　
　
を
も
っ
て
そ
れ
に
臨
む
べ
き
か
を
あ
ら
か
じ
め
ま
な
ざ
し
に
教
え
る
よ
う
な
、

　
　
　
「
前
望
的
な
」
働
き
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
宿
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

註
1
2
、
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
｝
①
H
彗
①
一
）
9
誌
o
｝
．
、
聖
き
良
§
、
県
事
－

　
　
　
§
§
、
．
邦
訳
『
母
親
の
心
理
、
1
・
2
』
　
（
日
本
教
文
社
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註
1
3
、
邦
訳
『
エ
ク
リ
ー
』
　
（
弘
文
堂
）
所
収
「
〈
わ
た
し
〉
の
機
能
を
形
成
す
る
も

　
　
　
の
と
し
て
の
鏡
像
段
階
」
な
ら
び
に
『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
　
（
み
す
ず
書
房
）

　
　
　
の
《
鏡
像
段
階
》
の
項
を
参
照
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
広
い
視
点
か
ら
ラ
カ
ン
の

　
　
　
思
想
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
『
眼
と
精
神
』
　
（
み
す
ず
書
房
）
に
収
録
さ

　
　
　
れ
て
い
る
メ
ル
ロ
H
ポ
ン
テ
ィ
の
「
幼
児
の
対
人
関
係
」
．
一
四
七
－
一
七
〇
頁

　
　
　
の
解
説
が
非
常
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。

註
1
4
、
一
般
に
、
自
分
の
周
囲
に
い
る
重
要
な
人
物
の
認
知
に
比
べ
て
、
自
分
の
像
の

　
　
　
認
知
は
か
な
り
お
く
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
母
親
像
の
認
知
に
つ

　
　
　
い
て
は
ド
ρ
甲
宙
◎
事
雪
、
．
曇
§
§
b
§
良
s
§
§
い
H
睾
㊤
・
参
照
。

　
　
ペ
ル
ソ
ナ
　
ベ
ル
ソ
ナ

註
1
5
、
人
格
と
仮
面
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
坂
部
恵
著
『
仮
面
の
解
釈
学
』
　
（
東
大



註
1
6
、

註
1
7
、

註
1
8
、

出
版
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

子
ど
も
は
四
才
前
後
に
な
る
と
、
〈
人
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
と
何
も
で
き
な
い
〉

と
い
っ
た
様
子
を
示
し
は
じ
め
る
。
こ
の
段
階
で
は
「
見
ら
れ
る
こ
と
」
よ
り

他
者
の
ま
な
ざ
し
そ
の
も
の
が
実
在
論
的
な
意
味
あ
い
で
気
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
が
、
や
が
て
自
分
が
「
見
ら
れ
る
も
の
」
で
も
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。

い
ず
れ
子
ど
も
は
一
種
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
行
な
っ
て
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
の
互
換
性
を
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ピ
ァ
ジ
ェ
の
脱

中
心
化
の
思
想
が
よ
く
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
が

ま
ず
お
の
れ
を
中
心
に
お
い
て
世
界
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
、
肯
定

的
な
意
味
を
見
失
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
を
本
論
の
よ
う
な
文

脈
の
な
か
で
考
え
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
『
羨
望
と
感
謝
』

（
み
す
ず
書
房
）
十
～
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
島
根
大
学
教
育
学
部
心
理
学
研
究
室
）
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「
お
と
な
か
ら
見
た
子
ど
も
」
　
　
（
鯨
岡
）


