
（
前
号
よ
り
の
続
き
）
 
 
 

若
し
没
理
想
を
説
ノ
＼
人
の
い
へ
る
が
如
く
、
吉
葉
の
う
ち
に
お
の
が
理
想
の
あ
ら
は
れ
ぎ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
シ
ュ
ク
ス
ピ
 
 

イ
ヤ
大
な
り
、
お
の
が
理
想
の
あ
ら
は
る
1
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
長
ず
る
た
め
に
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
小
な
り
と
い
は
ゞ
、
 
 

こ
れ
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
と
バ
イ
ロ
ン
と
ス
ヰ
フ
ト
と
た
ま
′
1
英
語
体
を
殊
に
せ
し
た
め
に
大
小
の
別
生
じ
た
る
の
み
に
て
、
そ
の
 
 

（
1
）
 
 

本
来
の
才
分
境
地
に
は
大
小
な
か
る
ぺ
し
。
そ
が
上
に
戯
曲
に
理
想
あ
ら
は
れ
ず
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
あ
ら
は
る
と
い
ふ
は
、
 
 

戯
曲
に
あ
ら
は
る
ゝ
客
観
の
相
（
所
観
）
 
は
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
於
け
る
よ
り
多
く
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
あ
ら
は
る
ゝ
 
 

主
観
の
感
は
戯
曲
に
於
け
る
よ
り
多
き
が
た
め
に
し
か
お
も
は
る
ゝ
の
み
に
し
て
、
其
実
は
戯
曲
に
も
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
 
 

（
ゥ
ユ
 
 

も
、
作
者
の
理
想
、
作
者
の
極
致
は
あ
ら
は
る
～
な
り
。
唯
其
理
想
は
抽
象
に
よ
り
て
生
じ
、
摸
型
に
し
た
が
ひ
て
あ
ら
は
る
1
古
 
 

（
几
J
）
 
 

理
想
家
の
類
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
結
象
し
て
生
じ
、
無
意
識
の
辺
よ
り
躍
り
出
づ
る
個
想
な
り
、
小
天
地
想
な
り
。
大
詩
人
の
神
の
 
 

如
く
、
聖
人
の
如
く
、
室
人
の
如
く
お
も
は
る
1
は
理
想
な
き
が
た
め
な
ら
ず
、
そ
の
理
想
の
個
想
な
る
た
め
な
り
、
小
天
地
想
な
 
 

（
l
）
 
 

る
た
め
な
り
。
太
虚
の
無
意
識
中
よ
り
意
識
界
に
取
り
継
が
れ
ず
し
て
生
れ
た
る
造
化
と
、
お
な
じ
無
意
識
中
よ
り
作
者
 
（
シ
エ
ク
 
 

（
エ
 
 

ス
ビ
イ
ヤ
）
 
の
意
識
界
を
経
て
生
れ
出
で
し
詩
 
（
戯
曲
）
 
と
相
似
た
る
に
何
の
不
思
議
か
あ
ら
む
。
唯
無
意
識
中
よ
り
の
神
来
に
は
 
 

真
の
大
詩
人
な
ら
で
は
多
く
蓬
は
ず
。
是
を
以
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
戯
曲
古
今
に
独
歩
す
。
さ
れ
ば
、
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
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の
と
も
が
ら
、
た
と
ひ
多
く
戯
曲
を
作
り
ぬ
と
も
、
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
お
な
じ
き
境
地
に
は
至
ら
ざ
る
べ
く
、
近
松
は
戯
曲
を
作
 
 

（
6
）
 
 

り
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
観
柏
を
あ
ら
は
し
た
る
中
に
類
想
に
近
き
と
こ
ろ
あ
れ
ば
到
底
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
は
及
ば
ざ
る
ぺ
し
。
「
キ
 
 

（
丁
）
 
 

ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
は
戯
曲
に
し
て
、
作
者
み
づ
か
ら
が
評
論
な
し
と
い
へ
ど
も
、
勧
懲
の
旨
あ
り
と
見
ば
、
し
か
見
て
も
可
な
り
。
 
 

勧
懲
の
劇
を
作
ら
む
と
し
て
、
い
た
づ
ら
に
人
物
を
な
ら
べ
、
脚
色
を
」
〟
て
た
る
を
こ
そ
卑
み
も
す
べ
け
れ
、
曲
中
人
物
の
性
格
一
 
 

々
に
活
動
せ
る
小
天
地
想
の
作
を
ば
勧
懲
の
旨
あ
り
と
て
斥
く
る
も
の
あ
ら
む
を
や
。
毒
六
夫
婦
が
事
に
小
天
地
想
あ
ら
は
れ
た
ら
 
 

丁
エ
 
 

ば
、
作
者
の
詞
に
敵
懲
の
旨
あ
り
と
て
、
何
ぞ
病
と
す
る
に
足
ら
む
。
 
 

お
の
が
理
想
の
あ
ら
は
れ
ぎ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
…
…
…
∴
そ
の
本
来
の
才
分
境
地
に
は
大
小
な
か
る
べ
し
。
・
遭
遇
が
「
恐
ら
く
 
 

は
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
と
好
も
、
若
し
散
文
に
て
悲
劇
を
綴
ら
ば
、
悉
し
く
い
へ
ば
、
小
説
の
体
に
て
綴
り
し
な
ら
ば
、
幾
段
か
値
段
を
 
 

†
し
ゝ
な
る
ぺ
し
。
其
の
叙
事
の
中
に
、
お
の
が
理
想
の
あ
ら
は
る
三
」
と
を
避
け
が
た
か
る
べ
き
が
故
な
り
。
」
（
「
『
マ
ク
ベ
ス
評
釈
』
 
 

の
緒
一
三
＝
」
）
 
と
い
っ
た
の
を
受
け
て
、
前
の
 
「
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
よ
り
大
な
る
は
彼
は
理
想
な
く
、
此
は
お
 
 

の
が
理
想
を
あ
ら
は
せ
ば
な
り
。
『
ド
ラ
マ
ニ
の
小
説
よ
り
完
き
は
、
彼
は
理
想
な
ノ
＼
 
此
は
作
者
の
理
想
を
含
み
た
れ
ば
な
り
。
」
 
 

と
い
う
限
外
に
よ
る
遭
退
の
論
の
要
約
を
繰
り
返
し
っ
つ
、
道
道
の
、
作
〓
m
の
優
劣
は
ジ
ャ
ン
ル
に
由
来
す
る
と
取
ら
れ
兼
ね
な
い
発
 
 

一
三
＝
を
非
難
し
た
も
の
。
院
外
の
批
判
は
、
①
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
よ
り
劣
っ
て
い
る
。
②
そ
の
稗
由
は
、
戯
 
 

曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
と
避
退
の
発
言
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
L
止
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遭
 
 

遇
は
、
「
先
生
は
わ
れ
を
難
じ
て
、
理
想
の
あ
ら
は
れ
ぎ
る
戯
曲
に
長
ず
る
た
め
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
大
と
い
ひ
、
碑
想
の
あ
ら
 
 

は
る
ゝ
叙
事
詩
も
し
く
は
小
説
に
長
ず
る
た
め
に
、
バ
イ
ロ
ン
、
ス
ヰ
フ
ト
を
小
な
り
と
い
へ
り
、
と
い
は
れ
た
れ
ど
、
こ
れ
は
た
此
 
 

方
の
覚
悟
せ
ぬ
所
な
り
。
」
（
⊂
烏
有
先
生
に
答
ゝ
で
明
治
∴
五
二
一
）
 
と
①
を
否
定
す
る
形
で
反
論
し
て
い
る
。
先
述
し
た
「
1
マ
ク
ベ
 
 

ス
評
釈
上
 
の
緒
言
一
の
避
遥
の
文
脈
は
、
た
し
か
に
⑦
の
解
釈
を
許
す
か
ら
、
避
退
と
し
て
は
、
①
を
否
定
す
る
し
か
な
か
っ
た
わ
け
 
 

で
、
苦
し
い
⊇
口
い
訳
で
は
あ
る
。
道
議
の
肇
一
一
一
‖
は
、
た
し
か
に
不
用
意
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ア
の
戯
曲
の
注
解
で
あ
 
 

る
『
マ
ク
ベ
ス
評
釈
」
の
「
緒
言
」
と
い
う
場
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
範
外
の
よ
う
な
論
難
は
予
定
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
 
 

た
に
違
い
な
い
。
鶴
外
の
揚
げ
足
取
り
の
気
味
が
な
い
で
は
な
い
。
 
 

戯
曲
に
理
想
あ
ら
は
れ
ず
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
あ
ら
は
る
と
い
ふ
は
、
…
…
…
其
実
は
戯
曲
に
も
、
叙
情
詩
若
し
く
は
小
説
に
 
 

も
、
作
者
の
理
想
、
作
者
の
極
致
は
あ
ら
は
る
ゝ
な
り
。
・
遵
遥
の
 
「
E
キ
ン
グ
・
リ
ー
ヤ
コ
 
の
悲
劇
は
、
馬
琴
の
作
に
似
て
、
観
想
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の
旨
い
と
い
ち
じ
る
し
く
見
え
け
れ
ど
も
、
作
者
み
づ
か
ら
が
評
論
の
詞
絶
え
て
簾
中
に
無
き
が
故
に
、
見
る
も
の
ゝ
理
想
次
第
に
て
、
 
 

強
ち
軌
懲
の
作
と
見
徹
す
事
を
要
せ
ず
。
別
に
解
釈
を
加
ふ
る
こ
と
自
在
な
り
。
」
（
∴
ソ
エ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
と
い
う
発
 
 

言
を
受
け
て
い
る
。
遣
遥
の
言
は
、
叙
情
詩
は
、
作
者
の
気
持
ち
を
歌
う
も
の
で
あ
り
、
小
説
は
、
人
物
や
景
物
を
描
写
す
る
に
し
て
 
 

も
、
地
の
文
に
登
場
人
物
の
行
な
い
な
ど
に
つ
い
て
の
作
者
の
評
価
が
入
り
易
い
。
そ
の
点
、
戯
曲
の
場
合
、
他
の
文
は
存
在
し
な
い
 
 

訳
だ
か
ら
、
作
者
の
主
観
は
入
り
に
ノ
、
い
、
と
い
う
極
め
て
一
般
の
耳
目
に
入
り
易
い
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
う
い
っ
た
傾
向
性
 
 

は
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
確
か
に
遵
送
の
失
言
で
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
小
説
で
も
、
 
 

作
意
が
露
骨
に
現
わ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
戯
曲
形
式
に
し
て
も
、
登
場
人
物
が
筋
書
き
の
中
で
の
必
然
性
も
な
し
に
、
 
 

作
意
の
露
骨
に
現
わ
れ
た
言
動
を
行
な
え
ば
、
作
者
の
意
見
は
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
ヾ
 
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
 
 

は
、
あ
く
ま
で
も
入
門
書
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
二
と
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遣
遥
は
、
「
新
作
十
二
番
の
う
ち
既
発
四
番
 
 

合
評
」
（
明
治
二
三
・
ト
「
二
）
 
の
中
で
 
「
傑
作
の
ド
ラ
マ
を
読
め
ば
吾
人
恍
と
し
て
因
果
の
理
を
見
、
雑
然
紛
然
た
る
人
間
実
に
二
疋
の
 
 

確
法
の
流
行
す
る
こ
と
を
瞑
悟
す
一
と
述
べ
て
お
り
、
戯
曲
に
も
「
理
想
」
が
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

な
お
、
「
客
観
の
相
、
「
主
観
の
感
」
 
に
つ
い
て
鴎
外
は
、
「
叙
情
詩
に
て
は
、
主
観
の
情
、
客
観
の
相
に
勝
ち
、
叙
事
詩
に
て
は
、
 
 

客
観
の
相
、
主
観
の
情
に
勝
ち
た
れ
ど
も
、
戯
曲
に
至
り
て
は
、
情
と
相
と
の
γ
均
を
取
戻
さ
ん
と
す
。
」
（
「
避
退
子
の
新
作
十
二
番
中
 
 

既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
」
明
治
∴
四
・
九
一
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
実
の
哲
学
』
を
引
い
た
も
 
 

の
で
、
「
主
観
の
情
」
の
原
語
は
s
「
一
b
j
c
】
（
t
i
完
 
G
e
旨
h
－
（
主
観
的
感
情
）
、
「
客
観
の
相
」
は
O
b
j
e
k
ュ
v
e
 
A
コ
S
〔
h
a
u
u
コ
g
（
客
観
的
観
 
 

察
）
。
 
 

（
3
）
 
唯
其
理
想
は
抽
象
に
よ
り
て
生
じ
、
模
型
に
し
た
が
ひ
て
あ
ら
は
る
ゝ
盲
理
想
家
の
類
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
捨
象
し
て
生
じ
、
無
意
識
 
 

の
辺
よ
り
躍
り
出
づ
る
個
想
な
り
、
小
天
地
想
な
り
。
・
鴎
外
は
、
「
花
に
誓
へ
て
い
は
ゞ
、
類
想
家
の
作
も
個
想
家
の
作
も
、
 
 

お
な
じ
桜
な
る
ぺ
け
れ
ど
、
か
な
た
は
日
蔭
に
咲
き
て
、
色
香
少
く
、
こ
な
た
は
 
『
イ
ン
ス
ピ
ラ
チ
オ
ン
』
 
の
朝
日
を
う
け
 
 

て
、
匂
い
常
な
ら
ぬ
花
の
如
し
と
や
い
ふ
ぺ
か
ら
む
。
」
（
「
遵
遥
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
 
 

子
」
明
治
二
四
・
九
）
、
「
所
謂
神
来
即
是
な
り
。
真
の
美
術
家
の
制
作
は
無
意
識
の
辺
よ
り
来
る
。
」
（
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
 
 

想
」
）
 
と
述
べ
る
。
な
お
、
「
類
想
」
 
に
つ
い
て
は
、
「
ハ
ル
ト
マ
ン
は
類
想
を
卑
み
て
個
想
を
貴
み
た
り
。
」
、
「
類
想
の
卑
き
 
 

は
模
型
に
尽
く
る
期
あ
り
と
い
ひ
し
ハ
ル
ト
マ
ン
が
言
を
見
て
も
知
る
べ
か
ら
む
。
」
（
「
近
道
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
 
 

合
評
、
梅
花
詩
集
梓
神
子
」
）
 
と
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
大
詩
人
の
神
の
如
く
、
聖
人
の
如
く
、
至
人
の
如
く
お
も
は
る
ゝ
は
理
想
な
き
が
た
め
な
ら
ず
、
そ
の
理
想
の
個
想
た
る
た
め
な
り
、
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（
8
）
 
暮
大
夫
婦
が
事
に
小
天
地
想
あ
ら
は
れ
た
ら
ば
、
作
者
の
詞
に
勤
懲
の
旨
あ
り
と
て
、
何
ぞ
病
と
す
る
に
足
ら
む
。
・
作
者
の
批
判
が
 
 

あ
っ
て
も
、
人
物
自
体
が
自
然
に
活
動
し
て
い
れ
ば
、
構
わ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
。
 
 

英
吉
利
古
今
の
文
士
覿
曲
を
作
り
し
も
の
幾
百
千
家
ぞ
。
そ
の
作
り
し
戯
曲
幾
千
万
篇
ぞ
。
こ
の
幾
千
万
篇
か
知
れ
ぬ
戯
曲
は
、
 
 

（
1
）
 
 

戯
曲
の
体
裁
と
し
て
作
者
自
ら
が
評
論
の
詞
を
ば
拝
ま
ぎ
り
し
な
ら
ん
、
皆
所
謂
没
理
想
な
り
し
な
ら
ん
。
さ
る
に
彼
数
百
千
家
は
 
 

（
ソ
ニ
 
 

そ
の
名
、
骨
と
与
に
朽
ち
ぬ
。
ひ
と
り
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
が
威
霊
今
に
い
た
る
ま
で
も
い
や
ち
こ
な
る
は
何
故
ぞ
。
彼
数
百
家
は
小
 
 
 

小
天
地
憩
た
る
た
め
な
り
。
・
初
出
で
は
、
直
後
に
「
（
山
房
論
文
英
一
）
」
と
あ
る
。
「
迫
遥
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
 
 

梅
花
詩
集
評
及
梓
神
子
」
 
に
は
、
こ
れ
と
直
接
対
応
す
る
箇
所
は
な
い
が
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
は
其
の
「
個
想
」
が
現
わ
 
 

れ
て
お
り
、
「
小
天
地
派
」
 
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
個
想
」
は
活
き
た
個
性
を
備
え
た
想
で
あ
り
 
（
「
道
道
子
活
き
た
る
観
念
あ
り
と
 
 

い
ひ
、
「
イ
ン
ヂ
ヰ
デ
ュ
ア
リ
テ
ィ
し
あ
り
と
い
ふ
。
是
れ
ハ
ル
ト
マ
ン
が
此
処
の
活
物
の
意
を
取
り
て
個
想
と
名
づ
け
た
る
も
の
に
 
 

あ
ら
ず
し
て
な
に
ぞ
や
」
（
同
前
）
）
、
「
小
天
地
想
」
と
は
、
「
個
物
の
能
く
一
天
地
を
な
し
て
、
大
千
世
界
と
相
呼
応
す
る
」
（
同
前
）
 
も
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

（
－
ヱ
 
太
虚
の
無
意
森
亘
よ
り
意
識
界
に
取
り
継
が
れ
ず
し
て
生
れ
た
る
造
化
と
、
お
な
じ
無
意
識
中
よ
り
作
者
（
シ
エ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
）
 
の
恵
 
 

誰
界
を
経
て
生
れ
出
で
し
詩
（
戯
曲
）
と
相
似
た
る
に
何
の
不
思
議
か
あ
ら
む
。
・
作
者
が
文
学
作
品
を
創
造
す
る
営
な
み
を
、
ハ
ル
 
 

ト
マ
ン
の
仮
想
す
る
世
界
の
根
源
た
る
「
無
意
識
者
」
、
即
ち
造
物
主
が
天
地
を
創
造
す
る
営
な
み
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
1
で
捉
え
た
も
の
。
 
 

天
才
が
創
造
す
る
際
に
 
「
無
意
識
の
辺
よ
り
」
「
個
想
」
が
躍
り
出
る
と
す
れ
ば
、
字
書
も
文
字
作
品
も
「
無
意
識
者
」
 
に
由
来
す
る
は
 
 

ず
だ
か
ら
、
似
て
い
る
の
は
当
り
前
だ
と
い
う
理
屈
。
 
 

近
松
は
戯
曲
右
作
り
け
れ
ど
も
、
そ
の
客
観
相
を
あ
ら
は
し
た
る
中
に
類
語
に
近
き
と
こ
ろ
あ
れ
ば
到
底
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
イ
ヤ
に
は
及
 
 

ば
ざ
る
べ
し
。
・
た
だ
し
、
遣
遥
は
「
嘗
て
近
松
の
世
話
物
を
取
り
て
、
を
さ
′
＼
先
輩
の
批
評
法
に
倣
ひ
て
、
分
析
解
剖
を
試
み
し
 
 

に
『
天
の
網
島
㌔
 
⊂
適
地
獄
』
さ
て
は
『
恋
飛
脚
㌔
 
■
．
伊
達
染
手
綱
ゝ
な
ど
、
い
づ
れ
も
予
が
小
理
想
を
包
容
し
て
余
れ
る
所
尚
ほ
綽
 
 

々
た
り
。
」
（
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
キ
ン
グ
、
リ
ヤ
ア
」
は
戯
曲
に
し
て
、
作
者
み
づ
か
ら
が
評
論
な
し
と
い
へ
ど
も
、
動
態
の
旨
あ
り
と
見
ば
、
し
か
見
て
も
可
な
り
。
・
 
 

リ
ヤ
王
を
甘
言
を
用
い
て
欺
い
た
軒
臣
が
課
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
勧
懲
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
リ
ヤ
王
は
、
そ
の
よ
う
 
 

な
仕
打
ち
を
受
け
て
も
や
む
を
得
な
い
暴
君
と
し
て
も
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
「
強
ち
勧
懲
の
作
と
見
る
を
要
せ
ず
。
」
（
「
シ
 
 

ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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家
数
に
し
て
、
ひ
と
り
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
の
大
詩
人
た
る
は
何
故
ぞ
。
又
叙
情
詩
と
小
説
と
に
は
、
作
者
の
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ひ
、
 
 

（
ユ
）
 
 

没
理
想
に
至
る
こ
と
能
は
ず
と
い
は
ゞ
、
叙
情
詩
に
長
ず
る
大
詩
人
、
小
説
に
長
ず
る
大
詩
人
は
果
し
て
生
ず
べ
か
ら
ぎ
る
か
。
又
 
 

叙
事
詩
の
旨
は
純
粋
な
る
客
観
相
に
あ
れ
ば
、
其
没
理
想
に
至
り
易
き
こ
と
過
に
戯
曲
の
上
に
あ
ら
む
に
、
没
理
想
を
説
く
人
の
戯
 
 

T
こ
 
 

曲
を
取
り
て
叙
事
詩
を
取
ら
ぎ
る
は
何
故
ぞ
。
お
ば
よ
そ
是
等
の
間
に
答
ふ
る
人
な
き
間
は
、
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
に
理
想
な
し
と
も
 
 

い
は
せ
ず
、
理
想
な
き
を
大
詩
人
の
本
相
な
り
と
も
い
は
せ
じ
と
、
烏
有
先
生
は
説
け
り
と
ぞ
。
 
 

（
1
）
 
こ
の
幾
千
万
篇
か
知
れ
ぬ
戯
曲
は
、
戯
曲
の
体
裁
と
し
て
作
者
自
ら
が
評
論
の
詞
を
挿
ま
ざ
り
し
な
ら
ん
・
先
の
 
（
1
）
 
と
同
様
、
道
 
 

遥
の
「
恐
ら
く
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
と
難
も
、
若
し
散
文
に
て
悲
劇
を
綴
ら
ば
、
悉
し
く
い
へ
ば
、
小
説
の
体
に
て
綴
り
し
な
ら
ば
、
 
 

幾
段
か
値
段
を
下
し
ゝ
な
る
ぺ
し
。
其
の
叙
事
の
中
に
、
お
の
が
理
想
の
あ
ら
は
る
ゝ
こ
と
を
避
け
が
た
か
る
べ
き
が
故
な
り
。
」
と
 
 

い
う
発
言
を
受
け
て
、
作
品
の
優
劣
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
作
品
に
優
劣
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
 
 

た
も
の
ゥ
 
 

（
2
）
 
い
や
ち
こ
・
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
又
叙
情
詩
と
小
説
と
に
は
、
作
者
の
理
想
あ
ら
は
る
と
い
ひ
、
没
理
想
に
至
る
こ
と
能
は
ず
と
い
は
ゞ
、
叙
情
詩
に
長
ず
る
大
詩
人
、
 
 

小
説
に
長
ず
る
大
詩
人
は
果
し
て
生
ず
べ
か
ら
ざ
る
か
。
・
遣
遥
は
、
「
今
大
小
を
混
じ
て
例
を
挙
げ
バ
、
前
者
（
坂
井
註
・
叙
情
詩
 
 

人
）
 
ハ
、
ダ
ン
テ
の
如
く
マ
ア
ロ
ウ
の
如
く
ミ
ル
ト
ン
の
如
く
カ
ー
ラ
イ
ル
の
如
く
バ
イ
ロ
ン
の
如
く
ウ
ヲ
ー
ヅ
ヲ
ー
ス
の
如
く
プ
ラ
 
 

ウ
ニ
ン
グ
の
如
く
後
者
ハ
ホ
ー
マ
ル
の
如
く
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
如
く
ギ
ヨ
ー
テ
の
如
く
ス
コ
ッ
ト
の
如
く
エ
リ
オ
ッ
ト
の
如
し
要
す
 
 

る
に
理
想
派
の
諸
作
に
ハ
作
者
の
極
致
と
す
る
所
躍
然
と
し
て
毎
に
飛
勤
し
造
化
派
の
傑
作
に
ハ
作
者
の
影
全
く
空
し
叙
情
詩
人
の
大
 
 

な
る
ハ
猶
雲
に
沖
る
高
嶽
の
ご
と
く
弥
々
高
う
し
て
弥
々
著
し
く
世
相
詩
人
の
大
な
る
ハ
猶
辺
無
き
蒼
海
の
ご
と
く
弥
々
大
に
し
て
弥
 
 

々
茫
々
た
り
前
者
ハ
猶
万
里
の
長
堤
の
ご
と
し
違
う
し
て
更
に
還
し
と
い
ふ
と
も
詮
ず
る
に
踏
破
し
が
た
き
に
あ
ら
ず
後
者
ハ
猶
底
知
 
 

ら
ぬ
湖
の
如
し
深
う
し
て
更
に
深
く
終
に
宣
（
底
を
究
む
可
ら
ず
是
を
二
者
相
違
の
要
点
と
す
。
」
（
「
梅
花
詩
集
を
読
み
て
」
明
治
二
四
・
 
 

三
）
 
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
、
決
し
て
鴎
外
の
批
判
す
る
よ
う
な
考
え
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
 
（
た
だ
し
、
「
後
者
ハ
猶
底
知
ら
 
 

ぬ
湖
の
如
し
深
う
し
て
更
に
深
く
終
に
其
底
を
究
む
可
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
世
相
派
の
方
を
上
位
に
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
）
、
 
 

冶
通
も
後
に
 
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
（
明
治
二
五
二
一
）
 
で
、
こ
の
箇
所
を
引
い
て
反
論
し
て
い
る
。
 
 

（
4
）
 
又
叙
事
詩
の
旨
は
純
粋
な
る
客
観
相
に
あ
れ
ば
、
其
没
理
想
に
至
り
易
き
こ
と
＠
に
戯
曲
の
上
に
あ
ら
む
に
、
没
理
想
を
説
く
人
の
戯
 
5
1
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曲
を
取
り
て
叙
事
詩
を
取
ら
ぎ
る
は
何
故
ぞ
。
・
鴎
外
は
「
進
通
子
の
新
作
十
二
番
中
既
発
四
番
合
評
、
梅
花
詞
集
評
及
梓
神
子
」
 
に
 
 
5
2
 
 

お
い
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
叙
情
詩
は
客
観
の
相
、
叙
事
詩
は
主
観
の
情
に
そ
れ
ぞ
れ
特
質
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
別
に
戯
曲
を
立
て
、
 
 

「
戯
曲
に
至
り
て
は
、
情
と
相
と
の
平
均
を
取
戻
さ
む
」
と
し
て
い
る
、
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
叙
事
詩
の
方
が
戯
曲
よ
り
 
 

純
粋
に
客
観
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

わ
れ
山
房
に
あ
り
て
興
来
れ
ば
文
を
論
ず
。
こ
の
頃
遣
通
子
が
言
を
聞
い
て
実
を
記
す
る
こ
と
の
功
徳
を
知
り
、
ま
た
烏
有
先
生
 
 

が
言
を
聞
い
て
理
を
談
ず
る
こ
と
の
利
益
を
覚
り
ぬ
。
遵
通
子
が
実
を
記
す
る
は
よ
し
と
難
、
そ
の
記
実
に
よ
り
て
談
理
を
廃
せ
む
 
 

〔
1
）
 
 

と
す
る
は
あ
し
か
り
な
ん
。
烏
有
先
生
が
理
を
談
ず
る
は
弁
を
好
む
に
似
た
れ
ど
も
、
そ
の
記
実
に
あ
か
ず
思
へ
る
は
無
理
な
ら
じ
。
 
 

（
ソ
ニ
 
 

道
道
子
は
早
稲
田
に
隠
れ
て
記
実
の
直
筆
を
揮
へ
。
わ
れ
は
且
ら
く
烏
有
先
生
に
代
り
て
、
山
房
に
居
て
文
を
論
ぜ
む
。
 
 

（
1
）
 
キ
の
記
実
に
よ
り
て
諌
理
を
廃
せ
む
と
す
る
は
あ
し
か
り
な
ん
。
・
迫
遥
が
排
撃
し
た
の
は
、
「
小
理
想
」
（
狭
い
視
野
）
 
か
ら
な
さ
れ
 
 

る
「
談
理
」
（
議
論
）
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
談
理
」
そ
の
も
の
を
排
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
先
生
が
談
理
を
重
ん
ず
べ
し
と
い
ふ
や
、
 
 

毎
に
絶
対
の
意
味
に
て
謂
ふ
か
。
即
ち
、
古
今
東
西
の
大
い
な
る
談
理
家
を
、
哲
学
者
と
い
ふ
際
を
も
、
そ
が
眼
中
に
置
き
て
謂
へ
る
 
 

な
ら
ん
。
足
れ
理
と
い
ふ
字
を
絶
対
の
義
に
解
し
た
る
な
り
。
我
が
後
に
せ
ん
と
い
ふ
談
理
は
然
ら
ず
。
方
今
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
散
 
 

見
す
な
る
、
か
た
よ
り
た
る
小
議
論
を
指
せ
る
な
り
。
其
の
根
底
に
、
一
系
の
定
ま
れ
る
哲
学
も
無
う
し
て
、
一
時
の
感
の
浮
か
べ
る
 
 

侭
に
、
或
ひ
は
好
悪
に
駆
ら
れ
て
ハ
衆
他
を
排
し
、
或
ひ
は
狭
駈
の
経
験
を
尺
度
と
し
て
、
大
い
な
る
人
間
を
是
非
す
る
が
如
き
頑
随
 
 

偏
僻
の
小
理
想
を
謂
へ
る
な
り
。
」
（
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
）
 
と
後
に
反
論
す
る
所
以
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
邁
遺
子
は
早
稲
田
に
捲
れ
て
記
実
の
直
筆
を
踵
へ
。
わ
れ
は
且
ら
く
烏
有
先
生
に
代
り
て
、
山
房
に
居
て
文
を
論
ぜ
む
。
・
初
出
で
は
、
 
 

こ
の
箇
所
に
強
調
を
示
す
二
重
丸
の
傍
点
が
附
さ
れ
て
い
る
。
 
 

丁
∴
 
 

附
記
、
其
言
を
取
ら
ず
 
 
 

主
観
の
情
を
卑
み
て
、
客
観
の
相
を
尊
む
。
日
疋
に
於
て
乎
、
今
の
叙
事
詩
す
く
な
き
世
に
あ
り
て
は
戯
曲
を
し
て
第
一
位
に
居
ら
 
 

；
）
 
 

し
め
ぎ
る
こ
と
あ
た
は
ぎ
る
ぺ
し
。
こ
れ
を
早
稲
田
文
学
が
没
理
想
を
説
き
て
戯
曲
を
嗜
む
所
以
と
す
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
 
 

（
J
）
 
 

言
を
取
ら
ず
。
没
理
想
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
没
主
観
な
れ
ば
な
り
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T
エ
 
 
 

俄
羅
西
の
人
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
小
説
喧
嘩
冒
二
汁
e
t
O
芯
r
を
著
す
。
独
逸
の
人
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
、
ラ
ン
ゲ
が
其
文
を
読
み
て
作
者
が
喧
 
 

嘩
買
を
悪
み
な
が
ら
も
敢
て
一
定
辞
を
挿
ま
ぎ
る
を
称
へ
て
止
ま
ず
。
馬
琴
が
筆
力
、
能
く
暮
六
を
写
せ
る
に
、
猶
評
を
叙
事
の
間
 
 

に
挿
む
こ
と
を
免
れ
ぎ
り
し
は
、
婦
幼
の
た
め
に
書
を
著
す
と
い
ふ
志
の
卑
き
が
た
め
な
り
。
早
稲
田
文
学
が
八
犬
伝
に
あ
き
た
ら
 
 

（
J
）
 
 

ざ
る
所
あ
り
と
す
る
は
、
豊
馬
琴
が
叙
事
の
間
に
評
を
拝
み
し
を
以
て
な
ら
ず
や
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
ら
ず
。
没
理
 
 

想
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
没
挿
評
な
れ
ば
な
り
。
 
 

（
1
）
 
附
記
、
其
言
を
取
ら
ず
・
初
出
『
し
が
ら
み
革
鱒
二
 
二
七
号
で
は
、
「
山
房
論
文
其
七
附
録
 
其
言
を
取
ら
ず
」
と
し
て
掲
載
。
遼
遠
 
 

が
没
理
想
を
説
く
べ
く
挙
げ
た
例
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
道
道
の
評
価
そ
の
も
の
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
没
理
想
」
 
 

と
い
う
概
念
で
解
釈
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
も
の
。
要
旨
は
、
末
尾
の
「
わ
れ
は
早
稲
田
文
学
と
共
に
戯
曲
を
嗜
み
、
早
稲
田
文
学
と
 
 

共
に
叙
事
中
に
評
を
挿
ま
ぎ
る
小
説
を
愛
し
、
早
稲
田
文
学
と
共
に
造
化
に
似
た
る
詩
を
好
み
、
早
稲
田
文
字
と
共
に
悟
を
貴
む
。
然
 
 

れ
ど
も
わ
れ
は
早
稲
田
文
学
と
共
に
没
理
想
を
説
か
ず
。
一
に
尽
き
る
。
 
 

（
2
）
 
主
観
の
情
を
卑
み
て
、
客
観
の
相
を
革
む
。
是
に
於
て
乎
、
今
の
叙
事
詩
す
く
な
き
世
に
あ
り
て
は
戯
曲
を
し
て
第
一
位
に
居
ら
し
め
 
 

ざ
る
こ
と
あ
た
は
ぎ
る
べ
し
。
・
前
述
し
た
よ
う
に
、
鴎
外
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
を
引
い
て
、
叙
情
詩
は
主
観
の
情
」
、
叙
事
詩
は
「
客
 
 

観
の
相
」
を
特
質
と
し
、
戯
曲
は
両
者
の
融
合
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
冶
通
が
没
理
想
に
よ
っ
て
、
「
客
観
の
相
」
を
重
視
す
る
以
 
 

上
、
「
叙
事
詩
」
こ
そ
遵
遥
の
最
も
求
め
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
叙
事
詩
が
少
な
い
現
在
で
は
、
「
客
観
の
相
」
の
幾
分
で
も
 
 

現
わ
れ
た
次
善
の
も
の
と
し
て
、
戯
曲
を
推
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
論
理
。
こ
れ
は
鴎
外
の
や
や
勝
手
と
も
い
え
 
 

る
決
め
つ
け
で
、
避
遥
は
、
決
し
て
純
粋
な
客
観
的
描
写
の
み
を
求
め
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
す
る
遣
遥
の
反
論
は
、
「
先
 
 

生
ま
た
叙
事
詩
の
旨
の
純
粋
な
る
客
観
相
た
る
こ
と
を
い
ひ
て
、
わ
が
叙
事
詩
的
没
理
想
を
取
ら
ぎ
る
由
縁
を
怪
し
ま
れ
き
。
是
れ
も
 
 

ま
た
先
生
が
、
わ
が
好
尚
す
る
唯
一
点
を
ば
没
理
想
な
り
、
と
想
は
れ
た
る
よ
り
生
じ
た
る
誤
解
な
ら
ん
。
」
（
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
）
 
 

と
い
う
も
の
。
な
お
、
こ
こ
で
の
 
「
没
理
想
」
 
は
、
鴎
外
が
解
釈
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
 
「
没
理
想
」
（
無
理
想
）
 
を
指
す
と
と
る
ぺ
き
だ
 
 

ろ
う
。
道
道
の
意
図
し
た
「
没
理
想
」
（
願
れ
て
見
え
な
い
理
想
、
つ
ま
り
、
有
理
想
）
 
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
理
想
が
は
つ
き
り
現
わ
 
 

れ
て
い
る
も
の
で
も
構
わ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
論
理
が
乱
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
こ
れ
を
早
稲
田
文
学
が
没
理
憩
を
説
き
て
戯
曲
を
嗜
む
所
以
と
す
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
ら
ず
。
没
理
想
は
没
理
想
に
あ
 
 

ら
ず
し
て
、
没
主
観
な
れ
ば
な
り
。
・
進
通
は
、
作
者
の
も
の
の
考
え
方
が
霹
骨
に
現
わ
れ
に
く
い
こ
と
を
、
戯
曲
と
い
う
形
式
の
特
 
5
3
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シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
は
大
詩
人
な
り
。
そ
の
作
の
造
化
に
似
た
る
は
、
曲
中
の
一
々
無
意
識
界
よ
り
生
れ
い
で
1
、
お
の
／
1
そ
の
 
 

（
リ
】
）
 
 

（
1
）
 
 

個
想
を
員
へ
た
れ
ば
な
り
。
そ
の
作
の
自
然
に
似
た
る
は
、
作
者
の
才
、
様
に
依
り
て
胡
虞
を
画
く
世
の
類
理
想
家
に
立
ち
超
え
 
 

た
り
け
れ
ば
な
り
。
早
稲
田
文
字
は
こ
れ
に
縁
り
て
、
シ
ュ
ク
ス
ピ
イ
ヤ
を
没
理
想
な
り
と
す
。
わ
れ
は
其
意
を
取
り
て
其
言
を
取
 
 

ら
ず
。
没
理
想
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
没
類
想
な
れ
ば
な
り
。
 
 

（
1
）
 
そ
の
作
の
造
化
に
似
た
る
は
、
曲
中
の
一
々
無
意
識
界
よ
り
生
れ
い
で
ゝ
、
お
の
〈
そ
の
個
想
を
具
へ
た
れ
ば
な
り
・
「
無
意
識
界
」
 
 

は
根
源
的
世
界
。
「
個
想
は
、
活
き
た
個
性
を
備
え
た
想
（
イ
デ
ー
）
。
そ
れ
ぞ
れ
、
前
出
。
た
だ
し
、
「
無
意
識
界
」
に
つ
い
て
は
、
 
 

前
稿
「
没
理
想
論
争
注
釈
稿
（
三
）
」
（
【
．
文
芸
言
語
研
究
 
文
芸
篇
」
二
三
号
、
一
九
九
三
二
二
）
参
照
。
イ
デ
ー
に
つ
い
て
は
、
や
や
 
 

†
る
が
、
鴎
外
は
、
高
瀬
文
淵
が
 
「
現
象
の
裏
面
に
は
、
必
ず
事
物
本
体
の
構
成
し
た
る
図
式
あ
る
べ
く
、
そ
の
形
体
の
模
型
と
な
れ
 
 

る
図
式
は
、
事
物
本
体
が
意
中
に
於
い
て
予
め
構
成
し
た
る
形
象
な
れ
ば
、
子
は
一
言
換
へ
て
意
表
ヒ
い
ふ
ペ
し
。
」
と
し
、
「
こ
の
意
象
 
 

と
い
へ
る
も
の
二
現
象
世
界
の
裏
面
に
潜
み
、
ま
ず
予
め
図
式
と
な
り
て
内
に
存
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
実
地
に
知
ら
む
と
欲
せ
ば
、
 
 

宜
し
く
蜘
蛛
の
果
に
就
て
其
消
息
を
悟
る
べ
し
。
一
（
：
新
文
壇
』
 
∵
雪
 
明
治
二
九
・
一
）
 
と
蜘
妹
の
営
巣
に
例
え
て
 
意
象
一
を
説
明
 
 

し
た
の
に
対
し
、
『
め
さ
ま
し
辛
』
 
∴
号
 
（
明
治
二
九
・
二
）
 
で
、
こ
れ
は
 
観
念
一
あ
る
い
は
「
理
想
」
 
と
訳
さ
れ
て
い
る
「
イ
デ
 
 

エ
」
 
だ
か
ら
、
「
意
象
」
 
な
ど
と
い
う
無
用
の
造
語
を
す
る
必
盟
は
な
い
、
と
た
し
な
め
て
お
り
、
造
物
、
‡
が
カ
物
の
創
造
に
先
立
っ
 
 

て
描
い
た
設
計
図
で
あ
り
、
現
象
世
界
の
本
賢
と
し
て
、
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
 
 

（
ヮ
こ
 
様
に
依
り
て
胡
度
を
画
く
せ
の
類
理
想
家
・
「
胡
盛
一
は
夕
顔
。
様
式
に
し
た
が
っ
て
、
類
型
的
に
描
く
俳
画
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
、
 
 

「
類
想
一
般
を
批
判
し
た
も
の
か
。
 
 
 

長
と
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
遣
遥
の
い
う
「
没
理
想
」
は
、
作
者
の
考
え
方
が
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
論
 
 
5
4
 
 

理
。
 
 

俄
羅
西
の
人
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
フ
小
説
喧
嘩
買
空
e
t
ま
賢
を
著
す
。
こ
㌢
e
t
O
j
実
は
晋
巾
丁
音
、
決
闘
好
き
の
意
。
た
だ
し
、
筆
者
未
見
。
 
 

早
稲
田
文
学
が
八
犬
伝
に
あ
き
た
ら
ぎ
る
所
あ
り
と
す
る
は
、
豊
馬
琴
が
叙
事
の
間
に
評
を
拝
み
し
を
以
て
な
ら
ず
や
。
・
「
曲
亭
の
 
 

作
を
見
れ
ば
、
例
へ
ば
、
暮
六
夫
婦
の
性
格
の
如
き
、
頗
る
自
然
に
肖
て
活
動
し
た
れ
ど
も
、
吾
人
は
こ
を
没
理
想
と
は
評
せ
ず
し
て
、
 
 

勧
懲
の
旨
に
成
れ
り
と
い
ふ
。
作
者
が
叙
事
の
間
に
然
い
へ
れ
ば
な
り
。
」
（
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
を
受
け
る
。
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（
1
）
 
 
 

虚
心
に
な
り
て
世
界
を
見
よ
。
そ
こ
に
哲
学
あ
ら
む
。
平
気
に
な
り
て
文
学
の
現
勢
を
見
よ
。
そ
こ
に
評
論
あ
ら
む
。
悟
は
大
道
 
 

ヘ
リ
】
）
 
 

な
り
。
芋
は
迂
路
な
り
。
ま
こ
と
や
成
心
は
悟
の
遺
の
稲
麻
竹
葦
に
し
て
、
芋
の
路
の
荊
棟
な
れ
ば
、
誰
か
は
こ
れ
を
破
り
、
こ
れ
 
 

（
1
）
 
 

を
除
か
む
こ
と
を
欲
せ
ざ
ら
む
。
然
り
と
て
理
を
談
ず
る
を
聞
ノ
＼
こ
と
だ
に
能
は
ぎ
る
世
の
昧
者
に
、
成
心
あ
ら
せ
じ
と
願
ひ
て
、
 
 

丁
∴
 
 

唯
実
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
は
、
お
そ
ら
く
は
難
題
な
ら
む
。
早
稲
田
文
学
が
文
壇
の
牛
耳
を
と
り
て
大
道
を
説
 
 

く
は
善
し
。
わ
れ
崖
其
意
を
取
ら
ざ
ら
む
や
。
さ
れ
ど
丑
（
言
は
則
ち
わ
が
取
ら
ざ
る
所
な
り
。
放
い
か
に
と
い
ふ
に
、
早
稲
田
文
学
 
 

（
▲
〕
）
 
 

は
読
者
の
没
理
想
を
命
に
し
て
言
を
立
つ
と
い
ヘ
ビ
、
所
謂
没
理
想
は
没
理
想
に
あ
ら
ず
し
て
、
没
成
心
な
れ
ば
な
り
。
 
 

（
1
）
 
虚
心
に
な
り
て
せ
界
を
見
よ
。
そ
こ
に
哲
学
あ
ら
む
。
平
気
に
な
り
て
文
学
の
現
勢
を
見
よ
。
そ
こ
に
評
論
あ
ら
む
。
・
「
虚
心
に
な
 
 

り
て
世
界
を
見
よ
」
、
二
平
気
に
な
り
て
文
学
の
現
勢
を
見
よ
」
 
と
も
に
遣
遥
の
か
ね
て
か
ら
の
主
張
を
引
き
つ
つ
、
「
哲
学
あ
ら
む
」
、
 
 

「
評
論
あ
ら
む
」
 
と
、
造
遥
と
は
逆
の
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
、
痛
烈
な
皮
肉
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
 
成
心
・
先
入
観
、
偏
見
の
こ
と
。
 
 

（
3
）
 
ま
こ
と
や
成
心
は
悟
の
道
の
稲
麻
竹
葦
に
し
て
、
学
の
路
の
前
職
な
れ
ば
、
誰
か
は
こ
れ
を
破
り
、
こ
れ
を
除
か
む
こ
と
を
欲
せ
ざ
ら
 
 

む
。
・
初
出
で
は
、
直
後
に
「
（
柵
草
紙
第
一
号
、
草
紙
の
本
領
）
」
 
の
注
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
余
等
は
詩
学
の
運
用
を
妨
ぐ
る
も
の
 
 

を
求
め
て
偏
聴
と
成
心
と
を
得
た
り
」
（
「
『
し
が
ら
み
草
紙
』
 
の
本
領
を
論
ず
」
『
し
が
ら
み
草
紙
上
一
号
、
明
治
二
二
・
一
〇
）
 
を
受
け
 
 

る
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
4
）
 
理
を
談
ず
る
を
聞
く
こ
と
だ
に
能
は
ぎ
る
せ
の
昧
者
に
、
成
心
あ
ら
せ
じ
と
膜
ひ
て
、
唯
実
を
記
し
た
る
の
み
を
見
て
悟
れ
と
い
は
む
 
 

は
、
お
そ
ら
く
は
難
題
な
ら
む
。
・
逝
遥
の
「
読
者
よ
、
時
文
評
論
の
第
何
十
頁
に
明
治
文
学
の
活
機
が
現
れ
た
る
か
と
詰
問
す
る
こ
 
 

と
を
休
め
よ
。
活
機
の
在
否
は
我
が
評
論
の
紙
⊥
に
あ
ら
ず
し
て
汝
が
公
平
な
る
眼
中
に
あ
る
ぺ
し
。
「
時
文
評
論
」
の
第
何
篇
に
、
 
 

明
治
文
学
大
帰
一
、
大
調
和
の
策
あ
る
ぞ
と
間
ふ
こ
と
勿
れ
。
其
の
大
帰
一
の
無
上
の
良
策
は
、
我
が
文
章
の
上
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
 
 

汝
が
没
理
想
の
心
中
に
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
。
」
（
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
明
治
∴
四
二
一
）
と
い
う
発
言
を
受
け
る
。
（
「
没
 
 

理
想
論
争
注
釈
稿
 
（
二
）
」
⊂
．
文
芸
言
語
研
究
 
文
芸
篇
．
ロ
一
二
言
ち
）
 
参
照
。
 
 

（
5
）
 
早
稲
田
文
学
は
読
者
の
没
理
想
を
合
に
し
て
言
を
立
つ
と
い
へ
ど
・
（
4
）
 
で
引
い
た
「
我
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
り
」
の
遭
遥
の
 
 

発
言
を
受
け
る
。
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わ
れ
は
早
稲
田
文
学
と
共
に
戯
曲
を
嗜
み
、
早
稲
田
文
学
と
共
に
叙
事
中
に
評
を
挿
ま
ざ
る
小
説
を
愛
し
、
早
稲
田
文
字
と
共
に
 
 
5
6
 
 

造
化
に
似
た
る
詩
を
好
み
、
早
稲
田
文
学
と
共
に
悟
を
貴
む
。
然
れ
ど
も
わ
れ
は
早
稲
田
文
字
と
共
に
没
理
想
を
説
か
ず
。
烏
有
先
 
 

（
1
）
 
 

生
既
に
没
理
想
を
一
主
義
と
し
て
弁
じ
た
れ
ば
、
わ
れ
は
唯
わ
が
没
理
想
と
い
ふ
語
を
取
ら
ぎ
る
所
以
を
言
ふ
。
 
 

（
1
）
 
烏
有
先
生
既
に
没
理
想
を
一
主
義
と
し
て
弁
じ
た
れ
ば
、
わ
れ
は
唯
わ
が
没
理
想
と
い
ふ
語
を
取
ら
ぎ
る
所
以
を
言
ふ
。
・
初
出
「
わ
 
 

れ
は
唯
冊
草
紙
の
没
理
想
と
い
ふ
語
を
取
ら
ぎ
る
所
以
を
言
ふ
」
の
部
分
に
傍
点
。
「
烏
有
先
生
」
は
、
r
理
想
」
（
イ
デ
ー
）
 
の
実
在
 
 

を
説
い
た
（
「
烏
有
先
生
既
に
理
想
界
を
観
、
無
意
識
界
を
観
て
、
実
の
理
想
二
d
e
e
）
あ
り
と
い
ひ
、
又
こ
れ
に
適
へ
る
極
致
（
－
d
e
已
）
 
 

あ
り
と
い
へ
り
。
」
）
。
し
た
が
っ
て
、
「
没
理
想
」
す
な
わ
ち
「
理
想
」
が
存
在
し
な
い
と
い
う
道
道
の
主
張
 
（
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
 
 

の
鴎
外
の
理
解
。
実
は
、
「
没
理
想
」
は
「
無
理
想
」
で
は
な
く
、
隠
れ
て
見
え
な
い
 
「
理
想
一
の
意
で
あ
る
こ
と
が
、
「
没
理
想
の
語
 
 

義
を
弁
ず
」
（
明
治
二
五
・
一
）
」
で
明
か
さ
れ
る
。
）
は
相
対
化
さ
れ
、
一
つ
の
主
義
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
鴎
外
は
、
は
っ
 
 

き
り
と
「
烏
有
先
生
」
と
同
一
の
立
場
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
を
避
け
、
「
没
理
想
」
 
と
い
う
術
語
自
体
が
持
つ
多
義
性
と
そ
の
弊
 
 

害
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
後
に
遣
遥
が
「
 
（
第
一
）
先
生
は
、
先
天
の
想
と
い
ふ
も
の
宇
宙
に
み
ち
／
＼
た
り
、
 
 

と
信
じ
、
わ
れ
は
こ
れ
を
断
ず
る
こ
と
能
は
ず
。
／
 
（
第
二
）
 
先
生
は
、
戯
曲
家
の
理
想
は
桔
象
し
て
無
意
識
の
辺
よ
り
躍
り
い
づ
る
 
 

個
想
な
り
、
と
信
じ
、
わ
れ
は
こ
れ
を
解
す
る
能
は
ず
。
」
（
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
一
）
 
と
し
て
、
「
無
意
識
の
精
雲
が
現
象
世
界
に
現
わ
 
 

れ
た
目
的
は
何
か
と
問
い
詰
め
た
際
、
「
遼
遠
子
は
わ
れ
を
以
て
烏
有
先
生
な
り
と
し
、
わ
れ
を
以
て
す
で
に
大
理
想
を
得
た
る
も
の
 
 

と
し
、
わ
れ
を
以
て
胸
に
一
系
の
哲
理
あ
る
も
の
と
し
て
、
賛
嘆
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
。
点
呼
、
是
れ
そ
の
真
心
な
る
か
。
／
わ
れ
 
 

は
烏
有
先
生
に
あ
ら
ず
。
」
「
ハ
ル
ト
マ
ン
の
烏
有
先
生
こ
れ
を
聞
か
ば
、
唯
わ
が
無
意
識
の
哲
学
を
読
め
と
い
は
む
。
≒
避
退
子
と
烏
 
 

有
先
年
と
」
）
 
と
は
ぐ
ら
か
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
巧
妙
（
正
直
？
）
 
な
論
法
で
あ
る
。
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（
こ
 
 

烏
有
先
生
に
謝
す
 
 

『
し
が
ら
み
州
紙
一
に
烏
有
先
生
と
い
ふ
あ
り
。
精
厳
な
る
審
美
眼
を
開
い
て
、
道
遥
子
が
没
理
想
の
説
を
読
破
し
、
縦
横
弁
折
 
 

（
り
一
）
 
 

し
て
是
非
を
決
せ
り
。
議
論
高
遠
、
理
到
り
、
筆
到
れ
り
。
何
者
か
先
生
が
深
震
に
服
せ
ぎ
ら
ん
。
邁
遥
子
三
読
し
て
自
家
が
非
を
 
 

覚
る
こ
と
一
二
の
み
な
ら
ず
。
就
中
、
そ
の
用
語
例
の
浪
に
し
て
、
我
れ
ひ
と
り
解
し
、
他
人
を
し
て
解
せ
し
む
る
能
は
ぎ
り
し
こ
 
 

T
∴
 
 

と
を
覚
れ
り
。
又
そ
の
論
の
理
に
塞
か
ず
し
て
情
に
由
来
す
る
所
多
般
な
り
し
こ
と
を
覚
れ
り
。
は
た
其
論
の
散
漫
に
し
て
、
其
弁
 
 

の
粗
砕
な
り
し
こ
と
を
覚
り
、
且
つ
其
議
論
の
兎
角
に
現
在
の
情
勢
に
拘
ら
ひ
て
、
純
理
の
門
に
達
す
る
こ
と
あ
た
は
ぎ
り
し
を
覚
 
 

〔
1
）
 
 

れ
り
。
そ
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
し
て
没
理
想
な
り
と
い
ふ
や
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
全
局
を
評
し
て
し
か
い
ひ
た
る
に
は
あ
ら
 
 

？
」
）
 
 

ず
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
許
す
る
に
小
理
想
の
解
釈
の
無
用
な
る
由
を
弁
じ
た
り
し
な
れ
ど
、
弁
と
理
と
双
つ
な
が
ら
到
ら
ざ
り
し
 
 

が
故
に
、
先
生
看
て
全
局
の
評
と
な
せ
り
。
而
し
て
造
遥
子
こ
れ
を
否
拒
す
べ
き
詞
を
知
ら
ず
。
先
生
の
駁
論
は
論
理
の
自
然
な
れ
 
 

ば
な
り
。
夫
の
記
実
を
重
ん
ず
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
、
談
理
の
後
に
す
べ
き
を
い
ふ
や
、
談
理
を
斥
け
ん
と
し
て
し
か
い
ひ
た
る
に
 
 

（
6
）
 
 

は
あ
ら
ず
、
『
早
稲
出
文
字
ゝ
一
二
冊
の
中
に
時
文
の
活
機
勢
を
看
出
だ
さ
ん
と
望
む
も
の
の
極
め
て
謬
妄
な
る
を
弁
ず
る
と
同
時
 
 

（
1
）
 
 

に
、
世
の
小
理
想
を
是
れ
よ
ろ
こ
び
章
も
他
を
顧
み
ぎ
る
も
の
を
難
ぜ
し
の
み
。
遵
遥
子
不
敏
な
り
と
錐
も
、
軽
々
し
く
実
と
理
と
 
 

1
 
 

の
優
劣
を
断
定
せ
ん
や
。
そ
が
没
理
想
と
は
即
ち
有
大
理
想
の
謂
ひ
に
し
て
、
そ
が
没
理
想
を
唱
ふ
る
は
、
そ
の
大
理
想
を
求
め
 
 

（
9
）
 
 

か
ね
た
る
絶
体
絶
命
の
方
便
な
り
。
有
無
の
境
に
迷
ひ
て
、
有
は
即
ち
無
、
無
は
即
ち
有
と
観
じ
っ
1
、
無
神
主
義
の
ユ
l
l
テ
リ
ヤ
 
 

（
1
1
）
 
 

（
1
0
〉
 
 

ン
と
化
し
去
ら
ん
と
せ
る
な
り
。
所
詮
、
避
退
子
が
没
理
想
は
方
便
の
み
、
目
的
に
あ
ら
ず
。
彼
れ
は
一
切
空
と
観
じ
た
る
に
も
あ
 
 

V
順
〈
 
 

ら
ず
、
本
来
虚
無
と
観
じ
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
 
 

（
1
）
 
烏
有
先
生
に
謝
す
■
鴎
外
「
早
稲
田
文
字
の
没
理
想
」
（
明
治
二
四
・
一
二
）
 
へ
の
最
初
の
遭
遥
の
反
応
。
内
容
的
に
見
て
、
次
の
「
没
 
 

理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
の
先
触
れ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
『
早
稲
田
文
字
』
第
七
号
（
明
治
二
五
・
一
・
一
五
）
 
の
「
時
文
評
論
」
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2
 
 

1
 
（
2
）
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
す
る
に
小
理
想
の
解
釈
の
無
用
な
る
由
を
弁
じ
た
り
し
・
「
予
は
没
理
想
の
作
を
理
想
も
て
評
釈
す
る
こ
と
の
 
 

欄
に
掲
げ
ら
れ
た
。
 
 

深
覇
・
深
い
考
え
。
 
 

そ
の
用
語
例
の
浪
に
し
て
、
載
れ
ひ
と
り
解
し
、
他
人
を
し
て
解
せ
し
む
る
能
は
ぎ
り
し
こ
と
を
覚
れ
り
。
・
鴎
外
が
、
「
没
理
想
」
 
 

を
「
没
主
観
」
、
「
没
挿
評
」
、
「
没
類
想
∴
「
没
成
心
」
の
意
で
使
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
（
「
早
稲
田
文
学
の
没
理
想
」
）
の
を
受
け
る
。
 
 

某
誌
論
の
兎
角
に
現
在
の
情
勢
に
拘
ら
ひ
て
、
純
理
の
門
に
達
す
る
こ
と
あ
た
は
ぎ
り
し
を
覚
れ
り
・
先
入
観
や
好
悪
に
左
右
さ
れ
る
、
 
 

偏
っ
た
評
論
の
ま
か
り
通
っ
て
い
た
当
時
の
文
壇
の
情
勢
を
批
判
す
る
た
め
に
、
没
理
想
を
唱
え
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
の
思
い
が
 
 

先
に
立
っ
て
、
理
論
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
っ
た
、
と
い
う
反
省
。
 
 

い
と
い
と
要
な
か
る
べ
き
を
信
ず
る
」
（
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
と
あ
る
。
 
 

『
早
稲
田
文
学
」
 
〓
一
冊
の
中
に
時
文
の
活
磯
勢
を
看
出
だ
さ
ん
と
望
む
も
の
・
明
治
二
四
年
一
〇
月
二
八
臼
『
国
会
、
b
の
斎
藤
緑
雨
、
 
 

及
び
一
一
月
一
口
『
読
売
新
聞
山
 
の
石
橋
思
案
の
発
言
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。
「
没
理
想
論
総
注
釈
稿
（
二
）
」
参
照
。
 
 

世
の
小
理
想
を
是
れ
よ
ろ
こ
び
雲
も
他
を
辟
み
ぎ
る
も
の
を
雑
ぜ
し
の
み
。
・
「
常
識
無
き
小
理
想
家
の
多
き
ほ
ど
厄
介
な
る
も
の
は
 
 

な
し
。
実
際
の
事
に
疎
き
空
論
家
の
増
加
す
る
は
、
文
字
の
為
に
も
憂
ふ
ぺ
く
し
て
喜
ぶ
ぺ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
方
今
の
文
壇
を
観
る
 
 

に
、
我
が
方
寸
の
小
宇
宙
に
の
み
彷
復
し
て
、
方
十
里
内
の
実
際
を
だ
に
も
全
く
知
ら
ざ
る
が
如
き
人
少
な
か
ら
ず
。
さ
る
人
々
は
、
 
 

我
が
思
ふ
所
の
み
を
正
し
と
し
て
、
他
の
謂
ふ
所
を
悉
ノ
＼
斥
け
、
そ
が
小
理
想
を
尺
度
と
し
て
、
此
の
大
世
界
の
事
を
も
裁
断
せ
ん
と
 
 

企
っ
る
な
り
。
偏
見
家
、
小
理
想
家
な
ど
と
い
ふ
も
の
是
れ
な
り
。
≒
茂
れ
に
あ
ら
ず
し
て
汝
に
あ
n
∵
）
 
と
あ
る
。
 
 

没
理
想
と
は
即
ち
有
大
理
想
の
謂
ひ
・
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
（
『
早
稲
田
文
字
上
八
号
、
明
治
二
五
二
）
 
に
も
、
「
造
化
は
 
（
今
 
 

人
の
智
の
及
ぷ
限
り
に
て
い
へ
ば
）
無
辺
ま
た
無
底
な
り
。
此
の
無
辺
無
底
の
も
の
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
何
と
呼
ば
ん
。
大
な
る
心
と
 
 

名
づ
け
ん
か
。
神
存
す
と
い
ふ
に
ひ
と
し
か
ら
ん
。
然
れ
ど
も
我
れ
頑
愚
未
だ
神
存
す
と
信
ず
る
こ
と
を
得
ず
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
大
 
 

理
想
と
い
は
ん
か
。
残
れ
不
学
、
未
だ
其
の
大
理
想
と
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
讃
す
る
こ
と
を
得
ず
。
此
に
於
い
て
か
、
右
に
角
あ
 
 

り
、
左
に
角
あ
り
。
仮
に
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
。
」
と
あ
り
、
実
は
、
遼
遠
は
、
理
想
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
 
 

る
。
後
に
鴎
外
に
「
進
通
子
は
既
に
没
却
理
想
を
立
て
た
れ
ば
、
こ
れ
も
既
得
大
理
想
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
は
あ
ら
ぎ
る
か
。
」
（
■
遼
遠
 
 

子
ヒ
烏
有
先
生
と
」
明
治
二
五
二
ニ
）
 
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
巌
本
善
治
は
、
「
シ
ュ
ク
ス
ピ
ア
が
理
想
は
最
と
大
き
や
か
 
 

な
り
し
、
故
に
没
理
想
な
り
し
と
云
ふ
も
の
あ
り
。
之
よ
り
延
い
て
様
々
の
誤
解
を
為
す
も
の
多
き
こ
そ
痛
ま
し
け
れ
。
」
（
『
女
学
雑
誌
』
 
 

二
九
〇
号
、
明
治
二
四
・
一
一
）
 
と
述
べ
、
内
田
魯
庵
は
、
「
没
理
想
 
 
極
め
て
好
文
字
な
り
、
然
れ
ど
も
春
廼
岸
は
没
理
想
な
る
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理
想
を
立
つ
る
も
の
、
U
疋
れ
或
は
真
理
に
近
き
か
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
遽
に
同
意
す
る
を
得
ぎ
る
な
り
。
」
（
『
国
民
新
聞
』
明
治
二
四
・
 
 

一
〇
二
五
）
 
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
没
理
想
と
い
っ
て
も
、
実
際
は
、
有
理
想
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
。
 
 

（
9
）
 
そ
が
没
理
想
を
唱
ふ
る
は
、
そ
の
大
理
想
を
求
め
か
ね
た
る
絶
体
絶
命
の
方
便
な
り
・
「
釦
何
に
せ
ば
此
の
無
限
無
底
の
絶
対
に
達
す
 
 

ぺ
き
ぞ
。
日
は
く
、
我
れ
を
去
っ
て
栽
れ
を
立
て
ん
。
一
理
想
を
棄
て
ゝ
没
理
想
を
理
想
と
し
、
一
稗
想
を
固
執
す
る
飲
有
限
の
我
を
 
 

去
っ
て
、
無
限
の
絶
対
に
遷
せ
ん
と
す
る
欲
無
限
の
栽
を
立
て
ん
。
そ
の
方
便
は
如
何
。
苔
ふ
ら
く
、
没
理
想
と
。
」
（
「
没
理
想
の
語
義
 
 

を
弁
ず
」
）
遭
遇
の
こ
の
言
は
、
二
葉
亭
の
考
え
方
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
真
理
」
は
存
 
 

在
す
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
有
限
の
人
智
に
よ
っ
て
は
、
無
限
の
「
真
理
」
は
、
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
釈
 
 

迦
は
「
無
上
智
一
を
得
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
釈
迦
と
て
む
人
間
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
智
も
 
 

有
限
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
無
上
智
」
を
得
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
有
限
の
現
象
世
界
に
対
す
る
執
着
 
 

で
あ
る
云
や
】
を
去
っ
て
、
無
限
の
「
真
理
一
と
一
体
化
し
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
即
ち
悟
り
を
開
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
二
 
 

葉
亭
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
（
拙
稿
「
二
葉
亭
四
迷
「
真
理
一
の
変
容
 
 
仏
教
へ
の
傾
倒
 
 
」
ピ
．
新
潟
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
 
 

三
∴
号
、
†
成
元
卜
一
「
参
蜃
）
 
つ
ま
り
、
「
真
理
」
を
求
め
か
ね
て
、
「
念
一
を
捨
て
、
「
真
理
」
と
一
体
化
し
ょ
う
と
し
た
二
葉
亭
 
 

の
姿
勢
は
、
「
大
理
想
」
を
求
め
か
ね
て
、
「
小
理
想
」
を
捨
て
、
「
没
理
想
一
と
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
避
退
の
立
場
と
一
致
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
二
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
没
理
想
論
争
注
釈
稿
（
二
」
 
で
述
べ
た
。
 
 

（
1
0
）
 
有
無
の
境
に
迷
ひ
て
、
有
は
即
ち
無
、
無
は
即
ち
有
と
観
じ
っ
ゝ
、
無
神
主
蕎
の
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
と
化
し
去
ら
ん
と
せ
る
な
り
。
・
ユ
 
 

ニ
テ
リ
ア
ン
は
一
神
教
徒
。
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
す
」
 
に
「
理
の
差
別
を
崇
め
ぎ
る
も
の
何
条
万
理
の
奴
と
な
ら
ん
我
主
は
は
じ
め
 
 

よ
り
平
等
（
即
ち
唯
一
）
な
れ
ば
な
り
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
」
も
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
有
は
即
 
 

ち
無
、
無
は
即
ち
有
と
観
じ
っ
ゝ
」
と
い
う
の
は
、
は
つ
き
り
理
想
を
無
と
し
て
し
ま
う
と
、
唯
物
論
あ
る
い
は
無
神
論
に
陥
り
、
か
 
 

と
い
っ
て
は
っ
き
り
理
想
を
有
と
し
て
し
ま
う
と
、
有
で
あ
る
か
ら
に
は
、
差
別
が
生
ず
る
わ
け
で
 
（
無
は
、
無
で
あ
る
か
ら
差
別
の
 
 
 

、
 

生
じ
よ
う
が
な
い
。
）
、
そ
う
す
る
と
様
々
な
理
想
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
結
果
的
に
そ
の
ど
れ
か
の
理
想
に
縛
ら
れ
て
し
 
 

ま
う
。
こ
れ
を
避
け
る
に
は
、
「
有
は
即
ち
無
、
無
は
即
ち
有
と
観
」
ず
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
理
想
の
存
在
を
は
つ
き
り
と
認
め
 
 

る
訳
で
も
な
い
が
、
認
め
な
い
訳
で
も
な
い
「
無
神
主
義
の
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
」
と
い
う
矛
盾
し
た
言
い
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

避
道
子
が
没
理
想
は
方
便
の
み
、
日
的
に
あ
ら
ず
。
・
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
 
に
1
彼
の
造
化
に
対
し
て
用
ふ
る
と
詩
文
に
対
し
 
 

て
用
ふ
る
と
の
間
に
、
本
意
に
於
て
別
を
立
て
た
り
。
造
化
に
対
し
て
は
、
専
ら
方
便
の
名
目
と
し
て
足
れ
を
用
ひ
、
詩
文
に
対
し
て
 
 

は
目
的
即
ち
ド
ラ
マ
の
本
体
の
一
面
を
代
表
す
る
名
と
し
て
用
ひ
た
り
。
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
造
化
に
対
し
て
」
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の
意
味
で
「
逝
遥
子
が
没
理
想
は
方
便
の
み
、
目
的
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
宇
宙
の
根
本
を
支
配
し
て
 
 

い
る
原
理
 
（
大
理
想
・
没
理
想
）
 
を
求
め
か
ね
て
、
方
便
と
し
て
の
「
没
理
想
」
の
態
度
を
と
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
葉
亭
 
 

と
の
一
致
に
つ
い
て
は
前
述
。
な
お
、
こ
こ
で
の
遥
遠
の
発
言
は
、
鴎
外
が
「
世
界
は
ひ
と
り
実
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
の
み
ち
′
（
1
 
 

た
る
あ
り
。
」
（
「
早
稲
田
文
字
の
没
理
想
」
）
 
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
形
而
上
学
的
論
争
へ
と
引
き
 
 

込
ま
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
文
芸
批
評
に
つ
い
て
の
論
争
と
い
う
態
度
を
堅
持
し
ょ
う
と
す
れ
ば
で
き
な
ノ
＼
J
勘
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、
 
 

こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
は
、
道
道
自
身
に
も
、
そ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
強
い
興
味
が
既
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
 
 

う
。
（
『
柿
の
背
』
 
で
、
遭
遇
は
二
葉
亭
の
「
理
想
家
」
 
と
し
て
の
性
格
に
影
響
さ
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
）
 
 

（
1
2
）
 
破
れ
は
一
切
空
と
観
じ
た
る
に
も
あ
ら
ず
、
本
来
虚
無
と
観
じ
た
る
に
も
あ
ら
ず
。
・
「
載
れ
は
敢
て
造
化
を
指
し
て
絶
対
の
意
味
に
 
 

て
理
想
無
し
と
は
い
は
ず
。
ま
た
敢
て
絶
対
の
意
味
に
て
無
心
な
り
と
も
い
は
ず
。
」
（
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
」
）
 
と
あ
る
。
 
 

（
り
こ
 
 
 

（
1
）
 
 
 

精
震
の
論
に
答
ふ
る
に
、
漠
然
た
る
蕪
辞
を
以
て
す
可
か
ら
ず
。
迫
遥
子
が
理
想
は
浅
薄
浮
淀
な
れ
ど
も
、
流
石
に
こ
～
に
弁
じ
 
 

尽
く
す
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
余
は
す
べ
て
他
日
に
譲
り
、
姑
く
筆
を
さ
し
お
き
、
先
生
が
教
へ
に
よ
り
て
更
に
談
理
の
専
き
を
明
か
 
 

丁
⊥
 
 

に
し
、
口
を
開
か
ぎ
れ
ば
我
が
非
を
知
る
に
由
な
き
こ
と
、
併
び
に
沈
黙
の
頗
る
非
な
る
こ
と
を
覚
り
た
る
を
謝
す
。
 
 

3 21  

の
頗
る
非
な
る
こ
と
を
覚
り
た
る
を
謝
す
・
鴎
外
に
よ
っ
て
自
己
の
論
の
非
を
教
え
ら
れ
た
の
は
、
取
り
も
な
お
さ
ず
「
談
 
 

理
」
 
の
効
果
で
あ
る
と
し
た
も
の
。
鴎
外
の
論
難
そ
の
も
の
を
「
談
理
」
 
と
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
、
低
姿
勢
な
物
言
い
の
 
 

中
に
、
ひ
そ
や
か
な
皮
肉
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
 
 
 

精
雷
の
論
・
詳
し
く
考
え
の
行
き
届
い
た
論
。
 
 

蕪
辞
・
粗
雑
な
言
葉
、
文
章
。
 
 

先
生
が
数
へ
に
よ
り
て
更
に
談
理
の
尊
さ
を
明
か
に
し
、
口
を
開
か
ざ
れ
ば
我
が
非
を
知
る
に
由
な
き
こ
と
、
 
 併
び
に
沈
黙
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〔
】
）
 
 
 

我
が
謂
ふ
没
理
想
は
、
没
却
理
想
ま
た
は
不
見
理
想
の
両
義
を
含
め
り
。
之
れ
を
無
理
想
の
義
に
解
し
て
も
差
支
へ
な
け
れ
ど
、
 
 

（
り
】
）
 
 

我
が
旨
は
理
想
絶
無
、
本
来
無
理
想
と
い
ふ
と
は
お
の
づ
か
ら
別
あ
り
。
而
し
て
彼
の
造
化
に
対
し
て
用
ふ
る
と
詩
文
に
対
し
て
用
 
 

（
3
）
 
 

ふ
る
と
の
間
に
、
本
意
に
於
て
別
を
立
て
た
り
。
造
化
に
対
し
て
は
、
専
ら
方
便
の
名
目
と
し
て
是
れ
を
用
ひ
、
詩
文
に
対
し
て
は
 
 
 

（
1
）
 
 

没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
 
 
 

（
り
こ
 
 
 

両
義
の
語
を
用
ふ
る
は
、
論
理
の
失
と
す
る
所
に
し
て
、
用
語
例
を
明
か
に
せ
ず
し
て
、
浪
り
に
語
を
造
る
は
、
談
理
の
病
ひ
と
 
 

（
1
）
 
 

す
る
所
な
り
。
我
が
没
理
想
の
説
を
唱
ふ
る
や
、
実
に
此
の
失
と
病
ひ
と
に
中
れ
り
き
。
『
し
が
ら
み
州
紙
』
 
な
る
烏
有
先
生
な
か
 
 

り
せ
ば
、
我
れ
長
く
此
の
弊
を
覚
ら
ぎ
り
し
な
ら
ん
。
こ
～
に
先
生
が
賜
を
謝
し
、
あ
ら
た
め
て
没
理
想
の
弁
を
作
る
。
 
 

（
1
）
 
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
・
⊂
早
稲
田
文
学
」
八
号
（
明
治
∴
五
・
一
）
「
時
文
評
論
」
備
に
掲
載
。
「
烏
有
先
生
に
謝
す
」
 
の
内
容
を
詳
 
 

し
く
述
べ
た
も
の
。
「
早
稲
田
文
字
の
没
理
想
」
を
受
け
て
、
「
没
理
想
」
 
の
語
義
を
説
い
た
も
の
。
の
ち
『
文
字
そ
の
折
々
」
に
収
 
 

録
。
 
 

（
2
）
 
両
義
の
語
を
用
ふ
る
は
、
論
理
の
失
と
す
る
所
に
し
て
・
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
注
」
で
「
造
化
一
に
対
し
て
「
没
理
想
」
と
い
っ
 
 

た
時
と
「
詩
文
」
 
に
対
し
て
「
没
理
想
」
と
い
っ
た
時
と
で
は
意
味
に
ず
れ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
「
没
理
想
」
 
と
い
 
 

う
語
に
二
つ
の
意
味
を
担
わ
せ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
反
省
の
弁
。
後
述
。
た
だ
し
、
鴎
外
は
「
早
稲
出
文
字
の
没
理
想
」
 
で
は
「
没
 
 

理
想
」
は
、
「
没
理
想
」
で
は
な
く
、
「
没
主
観
」
、
「
没
挿
評
」
、
■
没
類
惣
、
「
没
成
心
」
 
の
四
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
、
批
判
 
 

し
て
い
る
。
 
 

（
3
）
 
用
語
例
を
明
か
に
せ
ず
し
て
、
浪
り
に
語
を
造
る
は
、
談
理
の
病
ひ
と
す
る
所
な
り
。
・
「
没
理
想
」
と
い
う
語
は
、
近
道
の
造
語
で
 
 

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
用
例
を
挙
げ
て
語
義
を
定
義
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
鴎
外
の
よ
う
な
誤
解
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
 
 

だ
、
と
い
う
反
省
ウ
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†
∴
 
 

目
的
即
ち
ド
ラ
マ
の
本
体
の
一
面
を
代
表
す
る
名
と
し
て
用
ひ
た
り
。
其
の
理
を
、
皮
を
除
き
、
肉
を
去
り
て
、
最
も
簡
明
に
弁
析
 
 

せ
ん
。
 
 

（
1
）
 
没
却
理
想
ま
た
は
不
見
理
想
・
「
理
想
」
は
神
の
世
界
創
造
に
際
し
て
の
設
計
図
、
も
し
く
は
、
世
界
を
支
配
し
て
い
る
根
本
原
理
の
 
 

よ
う
な
も
の
を
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
造
化
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
理
想
一
が
、
さ
ま
ぎ
ま
な
現
象
の
陰
に
隠
れ
て
解
釈
で
き
な
い
よ
う
 
 
 

（
4
）
 
詩
文
に
対
し
て
は
目
的
即
ち
ド
ラ
マ
の
本
体
の
一
面
を
代
表
す
る
名
と
し
て
用
ひ
た
り
。
・
道
道
は
、
優
れ
た
作
者
に
よ
る
戯
曲
の
創
 
 

作
を
、
神
の
天
地
創
造
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
て
い
る
。
造
物
、
t
が
天
地
を
創
造
す
る
際
、
「
無
心
一
（
没
嘩
想
）
 
で
万
物
を
創
造
し
た
 
 

結
果
、
「
造
化
」
が
牛
ま
れ
た
、
の
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
が
一
無
心
 
（
没
理
想
）
」
 
で
創
作
す
る
な
ら
、
「
造
化
一
に
限
り
な
く
近
い
 
 

文
字
作
品
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
っ
 
そ
し
て
、
そ
の
結
果
現
わ
れ
た
 
「
造
化
」
 
の
写
し
絵
の
よ
う
な
文
字
作
品
 
 
 

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
な
ら
、
「
理
想
」
 
は
合
目
的
に
発
展
展
開
す
る
神
の
イ
デ
ー
で
あ
り
、
 
 

シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
で
あ
る
な
ら
、
「
理
想
」
は
盲
臼
の
生
へ
の
意
志
で
あ
る
と
い
こ
と
に
な
る
が
、
遵
遥
は
、
そ
の
よ
う
に
人
知
 
 

に
よ
っ
て
解
釈
し
、
規
定
す
る
二
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
逆
に
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
造
化
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
「
理
想
」
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
、
「
没
却
理
想
」
と
さ
れ
た
。
同
じ
よ
う
 
 

に
、
詩
文
で
も
、
作
者
の
作
為
が
現
わ
れ
て
い
な
い
 
（
不
見
）
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
解
釈
し
、
規
定
で
き
ぬ
よ
う
な
も
の
で
 
 

あ
る
こ
と
を
指
す
。
 
 

之
れ
を
無
理
想
の
義
に
解
し
て
も
差
支
へ
な
け
れ
ど
、
我
が
旨
は
理
想
絶
無
、
本
来
無
理
想
と
い
ふ
と
は
お
の
づ
か
ら
別
あ
り
。
－
造
 
 

物
主
の
「
理
想
」
は
、
隠
れ
て
お
り
、
現
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
、
無
理
想
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
も
悪
く
は
な
 
 

い
が
、
理
想
」
が
全
く
な
い
、
も
と
も
と
理
想
が
な
い
と
い
う
つ
も
り
で
使
っ
た
の
で
は
な
い
。
（
1
）
 
参
照
。
 
 

造
化
に
対
し
て
は
、
専
ら
方
便
の
名
目
と
し
て
是
を
用
ひ
・
「
造
化
の
本
体
は
無
心
な
る
ぺ
し
」
（
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
 

と
、
必
ず
し
も
「
専
ら
方
便
の
名
目
と
し
て
」
 
い
た
と
は
言
い
が
た
い
 
（
傍
点
筆
者
）
 
踊
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
如
是
博
愛
無
し
の
 
 

蓑
に
て
、
人
間
と
同
じ
心
は
無
か
る
べ
し
と
い
ふ
義
な
り
と
弁
明
し
て
い
る
 
（
後
述
）
。
遵
遥
は
、
ま
ず
「
造
化
」
 
の
本
体
を
■
没
 
 

理
想
一
（
大
碑
想
）
 
と
規
斉
し
 
（
た
だ
し
、
「
没
理
想
」
 
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
規
定
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
な
規
定
は
避
け
て
い
 
 

る
。
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
仮
想
は
さ
れ
る
が
、
内
容
は
規
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
）
、
次
に
、
そ
の
∵
没
理
想
」
に
達
す
る
た
め
に
、
 
 

悟
り
に
も
似
た
「
没
理
想
一
の
境
地
を
求
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
が
 
「
方
便
」
 
で
あ
る
。
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の
姿
を
も
 
「
没
理
想
」
 
と
呼
ん
だ
。
文
学
作
品
は
、
す
べ
か
ら
く
結
果
と
し
て
の
 
「
没
理
想
」
 
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
 
 

あ
つ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
目
的
」
 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
造
化
」
 
に
対
し
て
は
「
方
便
」
、
「
詩
文
」
 
に
対
し
て
は
「
目
 
 

的
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
没
理
想
」
は
、
両
義
の
語
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
①
造
化
も
し
く
は
文
学
作
品
を
創
造
す
る
際
 
 

の
設
計
図
。
②
そ
の
結
果
現
わ
れ
た
「
理
想
」
 
の
見
え
な
い
 
「
造
化
」
も
し
く
は
文
学
作
品
の
姿
 
（
た
だ
し
、
冶
遥
の
用
例
は
、
も
っ
 
 

ぱ
ら
文
学
作
品
に
つ
い
て
で
あ
る
。
）
。
の
他
に
、
③
造
物
主
の
天
地
創
造
の
時
の
境
地
、
も
し
く
は
、
優
れ
た
作
者
が
創
作
を
行
な
う
 
 

際
の
境
地
。
の
意
味
を
も
持
つ
よ
う
だ
。
い
か
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
い
え
ど
も
、
造
物
主
の
如
き
「
理
想
」
を
持
っ
て
い
た
は
ず
は
 
 

な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
造
化
」
の
似
姿
の
如
き
作
品
を
も
の
し
た
と
い
う
の
は
、
無
心
の
境
地
で
創
作
し
た
か
ら
だ
ろ
う
、
 
 

と
考
え
た
所
以
で
あ
ろ
う
が
、
無
心
の
境
地
（
③
の
「
没
理
想
」
）
に
お
い
て
こ
そ
、
世
界
の
根
源
た
る
「
イ
デ
ー
」
（
①
の
「
没
理
想
）
 
 

と
一
体
化
で
き
る
と
の
前
提
に
育
っ
た
た
め
、
①
と
③
と
が
結
び
付
い
た
の
だ
ろ
う
。
超
遥
は
、
①
と
③
と
を
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
 
 

で
あ
る
。
 
 

平
生
ひ
そ
か
に
恩
へ
ら
く
、
個
々
の
小
理
想
家
も
し
く
は
今
人
の
見
て
大
理
想
家
と
倣
せ
る
思
索
家
が
断
じ
て
造
化
の
極
致
な
り
 
 

と
定
む
る
所
、
未
だ
必
ず
し
も
造
化
の
極
致
に
は
あ
ら
ぎ
る
べ
く
、
個
々
の
庸
人
が
見
て
造
化
の
心
な
り
と
感
ず
る
所
も
、
ま
た
も
 
 

〔
1
）
 
 

と
よ
り
造
化
の
心
な
ら
じ
。
漠
々
た
る
大
造
化
は
古
今
の
万
理
想
を
容
れ
て
 
（
没
却
し
て
）
 
余
り
あ
り
。
若
し
理
想
と
い
ふ
語
を
も
 
 

て
今
人
が
思
議
し
得
た
る
極
致
の
名
と
せ
ば
、
造
化
を
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
も
不
可
な
か
ら
ん
。
没
理
想
と
い
ふ
語
は
、
今
人
 
 

（
サ
）
 
 

の
衆
理
想
を
没
却
即
ち
埋
没
し
て
、
尚
ほ
余
地
あ
り
と
い
ふ
義
に
解
せ
ら
る
ぺ
け
れ
ば
な
り
。
更
に
換
言
す
れ
ば
、
如
是
理
想
本
来
 
 

（
3
）
 
 

空
の
意
な
り
。
夫
れ
然
り
、
大
思
索
家
の
理
想
す
ら
も
、
尚
ほ
且
つ
造
化
を
掩
ひ
尽
く
す
こ
と
能
は
ず
、
況
ん
や
、
唐
人
の
心
に
思
 
 

念
す
る
所
は
、
悉
皆
大
造
化
の
無
底
無
辺
の
洋
中
に
投
了
し
て
跡
無
し
と
も
い
ひ
つ
ぺ
し
。
然
り
、
造
化
は
 
（
今
人
の
智
の
及
ぶ
限
 
 

り
に
て
い
へ
ば
）
無
辺
ま
た
無
底
な
り
。
此
の
無
底
無
辺
の
も
の
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
何
と
呼
ば
ん
。
大
な
る
心
と
名
づ
け
ん
か
。
 
 

神
存
す
と
い
ふ
に
ひ
と
し
か
ら
ん
。
然
れ
ど
も
我
れ
頑
愚
夫
だ
神
存
す
と
信
ず
る
こ
と
を
得
ず
。
此
に
於
て
か
右
に
角
あ
り
、
左
に
 
 

（
J
）
 
 

（
）
 
 

角
あ
り
。
仮
に
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
。
且
つ
こ
れ
を
釈
し
て
日
は
く
、
古
今
の
万
理
想
、
皆
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
。
皆
是
な
 
 

り
と
は
、
皆
此
の
無
限
無
底
的
の
中
に
没
す
れ
ば
な
り
。
皆
非
な
り
と
は
、
皆
此
の
無
限
無
底
的
を
掩
ひ
尽
く
す
能
は
ぎ
れ
ば
な
り
。
 
 

如
何
に
せ
ば
此
の
無
限
無
底
の
絶
対
に
達
す
べ
き
ぞ
。
日
は
く
、
我
を
去
っ
て
我
を
立
て
ん
。
一
理
想
を
棄
て
ゝ
没
理
想
を
理
想
と
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（
6
）
 
 

し
、
一
理
想
を
固
執
す
る
欲
有
限
の
我
を
去
っ
て
、
無
限
の
絶
対
に
達
せ
ん
と
す
る
の
欲
無
限
の
我
を
立
て
ん
。
そ
の
方
便
は
如
何
。
 
 

答
ふ
ら
く
、
没
理
想
と
。
我
れ
己
に
、
没
理
想
を
も
て
我
が
理
想
と
す
。
惟
れ
我
が
理
想
な
り
。
こ
～
を
以
て
の
故
に
、
無
窮
無
限
、
 
 

（
丁
）
 
 

無
底
無
辺
の
大
洋
を
渉
る
時
の
舟
筏
即
ち
方
便
に
外
な
ら
ず
。
懐
疑
、
我
れ
の
如
き
も
の
、
い
か
で
軽
々
し
く
有
無
を
断
ぜ
ん
や
。
 
 

ト
 
 

我
れ
は
敢
て
造
化
を
指
し
て
絶
対
の
意
味
に
て
理
想
無
し
と
は
い
は
ず
。
ま
た
敢
て
絶
対
の
意
味
に
て
無
心
な
り
と
も
い
は
ず
。
た
 
 

ま
ノ
＼
詩
文
を
論
ぜ
し
時
、
造
化
無
心
と
い
ひ
し
こ
と
あ
れ
ど
、
そ
は
如
是
憎
愛
無
し
の
義
に
て
、
人
間
と
同
じ
心
は
無
か
る
ぺ
し
 
 

（
り
）
 
 

と
い
ふ
義
な
り
。
人
間
以
上
の
心
な
る
も
の
若
し
あ
ら
ば
、
造
化
或
ひ
は
走
れ
を
領
有
せ
ん
。
我
れ
蒙
昧
未
だ
判
ず
る
能
は
ず
。
 
 
 

（
3
）
 
如
是
理
想
本
来
空
の
意
な
り
・
造
化
の
「
理
想
は
あ
ま
り
に
も
茫
漠
と
し
て
い
て
究
め
が
た
く
、
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
が
如
く
で
 
 

あ
る
。
無
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う
方
に
力
点
が
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
造
化
は
 
（
今
人
の
智
の
及
ぷ
限
り
に
て
い
へ
ば
）
無
辺
又
無
底
な
り
。
此
の
無
底
無
辺
の
も
の
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
何
と
呼
ば
ん
。
大
 
 

な
る
心
と
名
づ
け
ん
か
。
・
…
…
＝
仮
に
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
ニ
」
の
部
分
の
遥
遠
の
口
吻
は
、
「
老
子
」
 
の
 
「
物
有
り
混
成
す
。
 
 

天
地
に
先
立
ち
て
生
ず
。
寂
た
り
蓼
た
り
。
独
立
し
て
改
め
ず
ひ
 
同
行
し
て
殆
ふ
か
ら
ず
。
以
て
天
下
の
母
た
る
ぺ
し
。
吾
其
の
名
を
 
 

知
ら
ず
。
之
を
字
し
て
道
と
日
ふ
。
強
い
て
之
が
名
を
為
し
て
大
と
日
ふ
。
六
は
じ
め
に
混
沌
と
し
た
何
者
か
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
 
 

地
の
分
か
れ
る
以
前
に
生
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
声
も
な
く
姿
も
無
い
存
在
で
あ
る
が
、
他
の
何
者
に
も
頼
ら
ず
に
存
立
し
、
不
変
の
も
 
 
 

個
々
の
小
理
想
家
も
し
く
は
今
人
の
見
て
大
理
想
豪
と
徹
せ
る
思
索
家
が
断
じ
て
造
化
の
極
致
な
り
と
定
む
る
所
ミ
…
…
・
漠
々
た
る
 
 

大
道
化
は
古
今
の
万
理
想
を
容
れ
て
 
（
没
却
し
て
）
 
余
り
あ
り
。
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
」
 
に
 
「
造
化
の
作
用
を
解
釈
す
 
 

る
に
、
彼
の
宿
命
教
の
旨
を
も
て
す
る
も
解
し
得
ぺ
く
、
ま
た
耶
蘇
教
の
旨
を
も
て
す
る
も
解
し
得
ぺ
し
。
其
の
他
、
老
、
荘
、
損
、
 
 

塁
、
儒
、
仏
、
若
し
く
は
冶
A
′
東
西
の
哲
学
が
思
ひ
ノ
ト
の
見
解
も
、
之
れ
を
あ
て
は
め
て
強
ち
当
た
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
膏
、
造
化
 
 

い
ふ
も
の
は
、
是
等
無
数
の
解
釈
を
悉
く
容
れ
て
も
余
り
あ
る
な
り
。
」
 
と
あ
る
。
 
 

没
理
想
と
い
ふ
語
は
、
今
人
の
衆
理
想
を
没
却
即
ち
埋
没
し
て
、
尚
は
余
地
あ
り
と
い
ふ
義
に
解
せ
ら
る
ペ
け
れ
ば
な
り
。
・
あ
ら
ゆ
 
 

る
理
想
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
理
想
と
い
う
義
。
遼
遠
は
「
梅
花
詩
集
を
読
み
て
」
（
明
治
∴
四
二
二
）
 
で
、
「
底
を
究
む
可
ら
ず
」
 
と
 
 

い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
「
底
知
う
ぬ
湖
」
と
い
う
比
喩
を
依
っ
て
い
る
。
直
後
の
「
大
思
索
家
の
理
想
す
ら
も
、
尚
ほ
且
つ
造
化
を
 
 

掩
ひ
尽
く
す
こ
と
能
は
ず
、
況
ん
や
、
庸
人
の
心
に
思
念
す
る
所
は
、
悉
皆
大
造
化
の
無
底
無
辺
の
洋
中
に
投
了
し
て
跡
無
し
と
も
い
 
 

ひ
つ
ぺ
し
」
 
に
対
応
す
る
。
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の
で
あ
り
、
万
物
に
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
て
い
て
、
し
か
も
お
こ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
天
地
万
物
を
生
み
出
し
た
も
の
な
の
で
天
下
の
 
 

母
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
私
ほ
そ
の
も
の
の
名
前
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
に
字
し
て
道
と
い
い
、
強
い
て
こ
れ
に
名
づ
け
て
 
 

人
と
言
う
の
で
あ
る
。
」
を
思
わ
せ
る
。
老
子
の
影
響
は
、
こ
の
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
「
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
を
中
心
に
、
遣
遥
 
 

の
没
理
想
論
全
体
に
感
じ
ら
れ
る
。
院
外
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
張
く
反
発
し
た
。
（
坂
井
健
「
坪
内
遵
遥
「
没
理
想
論
M
と
老
荘
思
 
 

想
」
（
『
稿
本
近
代
文
字
．
コ
一
三
号
、
一
九
八
九
・
一
一
）
 
 

（
3
）
 
こ
れ
を
釈
し
て
日
は
く
、
古
今
の
万
理
想
、
皆
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
。
・
以
下
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
今
東
西
の
哲
学
思
想
も
、
 
 

す
べ
て
造
化
に
］
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
¶
皆
是
」
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
造
化
を
す
べ
て
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
 
 

い
か
ら
、
「
皆
非
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
す
る
と
相
反
す
る
事
象
が
同
時
に
成
」
凡
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
 
 

無
限
の
絶
対
に
お
い
て
矛
盾
律
を
無
視
す
る
の
が
、
没
理
想
論
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
後
に
鴎
外
に
よ
っ
て
 
 

激
し
く
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
こ
ゝ
顔
象
世
界
の
法
廷
に
あ
り
て
裁
判
を
な
さ
む
と
す
る
も
の
あ
り
。
又
此
頗
象
世
界
の
文
壇
 
 

に
あ
り
て
批
評
を
な
さ
む
と
す
る
も
の
あ
り
。
そ
の
宣
告
、
そ
の
評
論
は
縦
令
絶
対
の
上
よ
り
し
て
も
実
相
を
撥
無
す
べ
か
ら
ず
。
盗
 
 

む
者
と
盗
ま
る
ゝ
者
と
、
み
な
是
な
り
、
皆
非
な
り
と
い
ひ
て
は
お
そ
ら
く
裁
判
に
は
な
る
ぺ
か
ら
ず
。
論
理
を
守
る
も
の
と
、
守
ら
 
 

ぎ
る
に
も
の
と
、
背
走
な
り
、
皆
非
な
り
と
い
ひ
て
は
ガ
そ
ら
く
批
評
に
は
な
る
べ
か
ら
ず
。
」
（
「
早
稲
国
文
学
の
没
却
理
想
」
明
治
二
 
 

五
二
二
）
 
 

（
6
）
 
如
何
に
せ
ば
此
の
無
限
無
慮
の
絶
対
に
達
す
ペ
き
ぞ
。
日
は
く
、
我
を
去
っ
て
我
を
立
て
ん
。
一
理
想
を
棄
て
、
没
理
想
を
理
想
と
し
、
 
 

一
理
想
を
固
執
す
る
欲
有
限
の
我
を
去
っ
て
、
無
限
の
絶
対
に
達
せ
ん
と
す
る
の
欲
無
限
の
我
を
立
て
ん
。
‥
」
の
部
分
は
、
有
差
別
 
 

の
現
象
世
界
に
執
着
し
よ
う
と
す
る
 
「
念
」
を
滅
却
す
る
こ
じ
に
よ
っ
て
、
人
知
を
絶
し
た
無
差
別
の
本
質
的
存
在
と
一
体
化
し
 
「
真
 
 

理
」
を
体
得
で
き
る
と
考
え
た
∴
葉
亭
の
論
に
酷
似
し
て
い
る
。
前
述
。
 
 

（
7
）
 
懐
疑
、
載
れ
の
如
き
も
の
、
い
か
で
軽
々
し
く
有
無
を
断
ぜ
ん
や
・
遣
遥
は
、
後
に
懐
疑
的
な
理
想
家
二
葉
亭
の
影
響
を
受
け
た
と
回
 
 

想
し
て
い
る
。
（
『
柿
の
帝
』
）
 
 

（
8
）
 
載
れ
は
敢
て
造
化
を
指
し
て
絶
対
の
意
味
に
て
理
想
無
し
と
は
い
は
ず
。
ま
た
敢
て
絶
対
の
意
味
に
て
無
心
な
り
と
も
い
は
ず
。
・
「
没
 
 

理
想
」
を
「
無
理
想
」
 
で
あ
る
と
受
け
と
め
た
鴎
外
が
「
世
界
は
ひ
と
り
実
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
想
の
み
ち
／
～
た
る
あ
り
」
（
「
早
稲
 
 

田
文
字
の
没
理
想
」
）
 
と
、
批
判
し
た
の
に
対
す
る
弁
明
。
 
 

（
9
）
 
た
ま
〈
詩
文
を
論
ぜ
し
時
、
造
化
無
心
と
い
ひ
し
こ
と
あ
れ
ど
、
そ
は
如
是
憎
愛
無
し
の
義
に
て
、
人
間
と
同
じ
心
は
無
か
る
ペ
し
 
 
 

と
い
ふ
義
な
り
。
・
「
人
々
試
み
に
自
然
と
い
ふ
も
の
を
観
よ
。
心
を
虚
平
に
し
て
観
れ
ば
、
自
然
は
只
ミ
自
然
に
し
て
、
善
悪
の
い
 
6
5
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づ
れ
に
も
偏
り
た
り
と
は
見
え
ず
。
固
よ
り
意
地
悪
き
継
母
の
如
き
も
の
と
も
見
え
ね
ば
、
慈
母
と
も
見
え
ず
。
」
（
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
 
 

脚
本
評
註
緒
言
」
）
 
を
指
す
。
 
 

汝
、
没
理
想
を
も
て
理
想
と
せ
ば
、
汝
、
恐
ら
く
は
、
万
理
想
の
放
と
な
ら
ぎ
る
を
得
ざ
る
ペ
し
、
万
理
想
皆
非
な
り
と
信
ず
る
 
 

■
イ
一
）
 
 

（
－
・
）
 
 

が
故
に
。
ま
た
万
理
想
の
奴
と
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
べ
し
、
万
理
想
皆
是
な
り
と
信
ず
る
が
故
に
。
而
し
て
若
し
其
の
執
れ
か
を
 
 

（
3
）
 
 

択
ば
ず
ば
、
進
退
窮
谷
し
、
中
有
に
彷
復
し
て
身
を
終
ふ
る
ま
で
前
む
こ
と
能
は
ぎ
ら
ん
と
。
 
 

†
⊥
 
 
 

答
ふ
ら
く
、
没
理
想
と
は
平
等
理
想
と
云
ふ
に
同
じ
。
我
は
万
理
想
の
中
に
就
い
て
、
其
差
別
を
捨
て
、
平
等
の
理
を
探
ら
ん
 
 

と
す
る
な
り
。
相
の
差
別
に
泥
ま
ぎ
る
も
の
、
天
上
天
下
、
何
れ
の
処
に
か
敵
を
作
ら
ん
。
万
理
想
の
平
等
な
る
所
は
、
皆
我
が
友
 
 
 

汝
、
没
理
想
を
も
て
理
想
と
せ
ば
、
汝
、
恐
ら
く
は
、
万
理
想
の
赦
と
な
ら
ぎ
る
を
得
ざ
る
ペ
し
、
万
理
想
皆
非
な
り
と
信
ず
る
が
故
 
 

に
。
■
「
没
理
想
」
は
、
存
在
が
仮
想
さ
れ
て
は
い
る
が
、
規
定
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
い
か
 
 

な
る
理
想
と
も
対
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
一
つ
の
理
想
ヒ
し
て
規
定
し
た
な
ら
ば
、
必
然
的
に
そ
こ
に
は
内
容
の
差
異
が
生
 
 

じ
、
他
の
理
想
ヒ
の
対
立
が
生
ま
れ
る
。
し
か
も
、
他
の
い
か
な
る
理
想
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
 
「
造
化
」
を
説
明
し
 
 

尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
解
決
は
な
い
。
必
ず
「
万
理
想
の
敵
」
と
な
る
結
果
に
終
わ
る
。
汝
ほ
一
般
的
に
人
を
示
す
。
 
 

ま
た
万
理
想
の
奴
と
な
ら
ざ
る
を
得
ぎ
る
ペ
し
、
万
理
想
皆
是
な
り
と
信
ず
る
が
故
に
・
い
か
な
る
理
想
を
と
っ
て
も
、
「
造
化
」
 
に
 
 

当
て
は
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
か
ら
、
ど
の
理
想
も
否
定
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
万
理
想
の
奴
」
と
な
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 

若
し
其
の
執
れ
か
を
択
ば
ず
ば
、
進
退
窮
谷
し
、
中
有
に
彷
程
し
て
身
を
終
ふ
る
ま
で
前
む
こ
と
能
は
ぎ
ら
ん
と
。
・
も
し
「
没
理
想
」
 
 

を
「
理
想
」
と
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
「
万
理
想
の
敵
」
と
な
る
か
「
奴
」
と
な
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
も
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
「
中
 
 

有
に
彷
捏
」
ぅ
し
か
な
い
。
こ
の
三
つ
の
選
択
す
べ
て
に
救
い
は
な
い
訳
で
、
こ
の
原
岡
を
尋
ね
る
と
、
「
没
理
想
」
を
一
つ
の
「
理
 
 

想
」
と
し
て
規
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
理
想
」
で
は
な
く
、
「
没
理
想
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
。
 
 

文
末
の
 
「
と
」
 
は
、
前
の
 
「
平
生
ひ
そ
か
に
思
え
ら
く
」
 
か
ら
の
続
き
。
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（
リ
⊥
 
 

〔
リ
）
 
 

な
れ
ば
な
り
。
理
の
差
別
を
崇
め
ぎ
る
も
の
何
条
万
埋
の
奴
と
な
ら
ん
。
我
が
主
は
初
め
よ
り
平
等
 
（
即
ち
唯
こ
 
な
れ
ば
な
り
。
 
 

夫
れ
没
理
想
を
も
て
理
想
と
す
と
い
ふ
は
、
無
主
義
と
い
ふ
こ
と
ゝ
殊
な
り
。
己
に
主
義
あ
れ
ば
信
あ
り
、
信
あ
れ
ば
我
あ
り
。
巳
 
 

に
我
あ
り
、
そ
が
信
ず
る
所
、
我
が
僅
か
ん
と
す
る
所
な
り
。
前
ま
ぎ
ら
ん
や
は
。
我
は
「
欲
無
限
」
と
歌
ひ
て
「
絶
対
」
を
尋
ね
、
 
 

〔
l
）
 
 

「
没
理
想
一
を
理
想
と
し
て
 
「
大
理
想
」
 
を
求
め
ん
と
す
。
何
者
の
為
に
欲
無
限
と
歌
ふ
か
。
我
が
為
に
か
。
衆
我
の
為
に
か
。
今
 
 

は
説
く
ぺ
き
要
な
け
れ
ば
い
は
ず
。
こ
れ
を
造
化
に
対
し
て
没
理
想
と
い
ふ
語
を
用
ふ
る
由
縁
と
す
。
 
 

（
1
）
 
没
理
想
と
は
平
等
理
想
と
云
ふ
に
同
じ
・
二
理
想
を
固
執
す
る
欲
有
限
の
我
を
去
っ
て
、
無
限
の
絶
対
に
達
せ
ん
と
す
る
の
欲
無
限
 
 

の
我
を
立
て
ん
ー
と
あ
る
よ
う
に
、
有
差
別
の
有
限
世
界
を
超
え
た
、
無
限
の
絶
対
の
、
い
か
な
る
差
別
も
存
在
し
な
い
よ
う
な
世
界
 
 

を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
、
当
然
 
「
没
理
想
は
 
「
平
等
理
相
ざ
 
と
い
う
「
」
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鴎
外
は
 
「
悪
サ
等
一
と
断
 
 

じ
て
い
る
。
（
早
稲
出
文
字
の
没
却
理
想
」
）
 
 

（
2
）
 
理
の
差
別
を
崇
め
ざ
る
も
の
何
条
万
理
の
奴
と
な
ら
ん
。
・
有
限
の
人
間
の
智
虐
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
「
理
一
に
よ
る
差
 
 

別
を
否
定
し
、
無
の
境
地
を
求
め
た
訳
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
「
坪
」
を
軽
視
す
る
姿
勢
は
、
鵜
外
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
 
（
「
早
 
 

稲
田
文
字
の
没
却
理
想
」
）
。
前
述
。
 
 

（
3
）
 
我
が
主
は
初
め
よ
り
平
等
（
即
ち
唯
こ
 
な
れ
ば
な
り
・
■
烏
有
先
生
に
謝
す
」
 
の
 
無
神
主
義
の
ユ
ニ
テ
リ
ヤ
ン
と
化
し
去
ら
ん
と
 
 

せ
る
な
り
。
」
 
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
。
 
 

（
1
）
 
我
は
 
「
欲
無
限
L
と
歌
ひ
て
 
「
絶
対
し
を
尋
ね
、
「
没
理
想
」
を
理
想
と
し
て
 
「
大
理
想
」
を
求
め
ん
と
す
。
・
有
限
で
相
対
的
な
人
 
 

間
の
智
の
及
ぷ
世
界
に
対
す
る
執
着
を
棄
て
、
無
限
の
世
界
を
求
め
て
、
世
界
の
究
極
た
る
「
絶
対
」
を
尋
ね
、
「
没
理
想
」
 
と
い
う
 
 

方
便
に
よ
っ
て
 
「
大
理
想
」
 
を
悟
ろ
う
と
い
う
も
の
。
こ
う
し
た
態
度
を
鴎
外
は
、
「
早
稲
田
文
字
の
没
却
理
想
」
 
で
 
「
遭
遥
†
は
呈
 
 

釈
迦
と
共
に
法
華
淫
欒
の
経
を
説
い
て
、
有
に
非
ず
、
空
に
非
ず
、
亦
有
、
亦
空
と
い
は
む
と
す
る
か
。
」
 
と
非
難
し
て
い
る
。
 
 

丁
⊥
 
 
 

詩
文
に
対
し
て
没
理
想
と
い
ふ
語
を
用
ふ
る
に
も
、
其
の
義
は
同
じ
。
作
家
没
却
し
て
見
え
ず
と
い
ふ
義
な
り
。
必
ず
し
も
作
家
 
 

（
り
）
 
 

に
理
想
無
し
と
い
ふ
意
に
は
非
ず
。
此
段
大
む
ね
は
、
造
化
に
対
し
て
い
ふ
時
と
異
な
る
こ
と
な
け
れ
ど
、
脚
か
差
あ
り
。
例
へ
 
 

ば
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
没
理
想
と
い
ふ
は
、
も
ち
ろ
ん
無
理
想
の
意
に
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
り
と
て
人
間
以
上
の
理
想
も
し
く
は
大
 
 
6
7
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（
3
）
 
 

理
想
あ
り
と
の
義
に
も
あ
ら
ず
。
多
数
の
批
評
家
が
彼
れ
の
理
想
な
り
と
す
る
所
の
も
の
は
、
彼
れ
の
理
想
に
あ
ら
ず
、
彼
れ
が
理
 
 

†
ュ
 
 

想
は
見
る
こ
と
難
し
の
意
な
り
。
さ
れ
ば
ド
ラ
マ
を
没
理
想
と
い
ふ
は
、
ド
ラ
マ
の
本
体
を
説
き
た
る
に
あ
ら
で
、
寧
ろ
其
の
客
観
 
 

）
一
爪
 
 

を
評
し
た
る
詞
と
も
見
る
べ
し
。
我
れ
以
為
へ
ら
く
、
ド
ラ
マ
は
活
き
た
る
差
別
相
と
活
き
た
る
平
等
相
と
を
兼
ね
た
る
も
の
な
り
 
 

と
。
我
が
謂
ふ
活
き
た
る
差
別
相
と
は
、
個
々
の
人
物
、
お
の
く
そ
の
特
質
を
有
し
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
し
て
云
為
す
る
を
い
 
 

（
J
U
）
 
 ふ

。
活
き
た
る
平
等
相
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
活
き
た
る
差
別
相
の
裏
面
を
い
ふ
も
の
に
て
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
す
と
い
ふ
 
 

（
 
 

こ
と
に
外
な
ら
ず
。
即
ち
没
理
想
な
り
。
作
家
の
性
情
見
る
能
は
ず
の
意
な
㌍
人
間
を
支
配
す
べ
き
因
縁
果
報
の
理
法
の
一
貫
す
 
 

（
メ
）
 
 

る
を
見
れ
ど
も
、
絶
え
て
作
家
の
小
天
地
を
現
ぜ
ず
と
の
意
な
り
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
作
家
能
く
自
己
を
脱
離
し
て
個
々
差
別
 
 

の
人
物
を
描
け
る
も
の
が
即
ち
ド
ラ
マ
な
り
、
と
い
ふ
義
な
り
。
自
己
を
脱
離
す
、
故
に
自
己
が
理
想
を
も
て
人
物
が
運
命
を
左
右
 
 

（
9
）
 
 

す
る
こ
と
無
し
。
此
故
に
、
上
乗
の
ド
ラ
マ
を
名
づ
け
て
、
没
理
想
と
い
ふ
。
此
の
活
き
た
る
差
別
相
即
ち
活
き
た
る
平
等
相
の
 
 

〓
 
 

中
に
、
衆
批
評
家
の
理
想
を
没
却
す
る
の
み
な
ら
ず
、
作
家
自
身
の
理
想
を
も
没
却
す
れ
ば
な
り
。
尚
ほ
的
切
に
い
へ
ば
、
此
の
差
 
 

別
相
の
裏
面
な
る
平
等
相
を
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
な
り
。
載
れ
育
て
（
「
早
文
』
前
号
誌
上
）
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
せ
し
時
、
 
〉
珊
爪
 
 

只
；
単
に
此
の
一
面
を
挙
げ
て
他
の
一
面
に
説
き
及
ぼ
さ
ゞ
り
し
は
、
当
時
は
ド
ラ
マ
の
全
局
を
評
す
べ
き
要
な
か
り
し
が
故
な
り
。
 
 

（
u
）
 
 

シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
註
す
る
に
当
り
て
、
理
想
的
解
釈
を
下
す
こ
と
の
、
大
む
ね
読
者
を
益
せ
ぎ
る
の
み
か
、
其
の
人
の
解
釈
妄
 
 

な
る
時
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
の
本
文
を
も
併
せ
残
は
ん
を
恐
る
と
の
み
説
き
し
が
故
な
り
。
本
文
も
ま
た
ド
ラ
マ
の
全
豹
を
説
き
 
 

尽
く
さ
ず
、
こ
ゝ
に
は
只
没
理
想
の
語
義
を
弁
ず
る
に
必
要
な
る
部
分
の
み
を
い
へ
り
。
読
者
こ
れ
を
諒
せ
よ
。
 
 

（
1
）
 
作
家
没
却
し
て
見
え
ず
と
い
ふ
義
な
り
・
作
家
の
作
意
が
作
品
の
中
に
現
わ
れ
て
い
な
い
。
 
 

（
2
）
 
必
ず
し
も
作
家
に
理
想
無
し
と
い
ふ
意
に
は
非
ず
・
作
家
が
、
作
品
を
作
る
際
に
、
作
意
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
な
い
。
 
 

持
っ
て
い
た
、
い
な
い
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
か
、
否
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
3
）
 
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
没
理
想
と
い
ふ
は
、
も
ち
ろ
ん
無
理
想
の
意
に
は
あ
ら
ね
ど
、
さ
り
と
て
人
間
以
上
の
理
想
も
し
く
は
大
理
憩
あ
 
 

り
と
の
義
に
も
あ
ら
ず
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
没
理
想
と
い
う
の
は
、
作
者
に
作
意
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
 
（
作
意
の
存
在
し
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な
い
創
作
な
ど
有
り
得
な
い
か
ら
、
当
然
で
あ
る
。
）
が
、
人
間
以
上
の
大
き
な
「
理
想
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
な
い
（
シ
ェ
ー
 
 

ク
ス
ピ
ア
と
い
え
ど
も
、
神
で
は
な
い
の
だ
か
ら
）
。
 
 

（
4
）
 
多
数
の
批
評
家
が
被
れ
の
理
憩
な
り
と
す
る
所
の
も
の
は
、
被
れ
の
理
想
に
あ
ら
ず
、
破
れ
の
理
想
は
見
る
こ
と
難
し
の
意
な
り
・
避
 
 

退
の
没
理
想
論
が
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
戯
曲
理
解
に
関
わ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
 
 

ア
の
戯
曲
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
遇
遥
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
し
か
も
、
彼
の
杖
と
す
べ
き
イ
ギ
リ
ス
の
先
学
の
解
釈
が
、
 
 

実
に
多
様
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
対
し
、
現
実
的
か
つ
良
心
的
に
対
応
し
ょ
う
と
し
た
際
の
、
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
 
 

て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
解
釈
を
留
保
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
5
）
 
ド
ラ
マ
を
没
理
想
と
い
ふ
は
、
ド
ラ
マ
の
本
体
を
説
き
た
る
に
あ
ら
で
、
寧
ろ
其
の
客
観
を
詳
し
た
る
詞
と
も
見
る
ペ
し
・
「
ド
ラ
マ
 
 

の
本
体
」
は
、
文
脈
上
作
意
と
と
れ
る
。
文
学
作
品
が
「
没
理
想
」
と
い
う
の
は
、
作
意
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
創
作
さ
れ
た
 
 

作
品
に
作
意
が
現
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
 
（
客
観
）
 
を
い
う
。
 
 

健
 
（
6
）
 
我
が
謂
ふ
活
き
た
る
差
別
相
と
は
、
個
々
の
人
物
、
お
の
〈
そ
の
特
質
を
有
し
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
し
て
云
為
す
る
を
い
ふ
。
・
 
 

一
般
に
、
作
家
の
創
り
出
す
人
物
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
作
家
の
分
身
で
あ
る
か
ら
、
作
家
の
性
格
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
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従
っ
て
、
頬
型
的
と
な
る
傾
き
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
弊
害
を
一
切
持
た
ず
（
こ
の
「
差
別
相
」
は
、
創
作
さ
れ
た
作
品
の
姿
を
示
す
。
）
、
 
 

活
き
た
人
物
の
如
く
個
性
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
 
 

（
7
）
 
活
き
た
る
平
等
相
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
活
き
た
る
差
別
相
の
裏
面
を
い
ふ
も
の
に
て
、
作
家
の
性
情
を
脱
離
す
と
い
ふ
こ
と
に
外
 
 

な
ら
ず
。
即
ち
没
理
想
な
り
。
作
家
の
性
情
見
る
能
は
ず
の
意
な
り
。
・
「
活
き
た
る
差
別
相
」
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、
「
活
き
た
る
 
 

平
等
相
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
「
平
等
相
」
は
「
差
別
相
」
 
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
作
品
を
生
み
出
す
べ
き
作
意
を
形
容
す
 
 

る
。
 
 

（
8
）
 
人
間
を
支
配
す
べ
き
因
縁
果
報
の
理
法
の
一
貫
す
る
を
見
れ
ど
も
、
絶
え
て
作
家
の
小
天
地
を
現
ぜ
ず
と
の
意
な
り
・
す
で
に
 
『
小
説
 
 

神
髄
』
 
に
 
「
造
物
主
ハ
天
地
を
造
り
て
私
な
し
恰
も
我
党
小
説
作
者
が
種
々
の
人
物
を
仮
作
り
い
だ
し
て
宅
末
も
偏
頗
愛
憎
な
く
行
住
 
 

進
退
な
べ
て
ひ
た
す
ら
自
然
に
戻
ら
ぬ
や
う
写
し
な
せ
る
に
似
た
り
と
い
ふ
ペ
し
さ
も
あ
ら
バ
あ
れ
造
化
の
翁
が
造
り
倣
し
た
る
括
世
 
 

界
ハ
極
め
て
広
大
無
辺
に
し
て
規
模
の
あ
ま
り
に
大
な
る
か
ら
凡
庸
椎
葉
の
眼
を
以
て
は
原
因
結
果
の
関
係
を
バ
察
り
得
る
こ
と
い
と
 
 

ノ
＼
難
か
り
し
か
る
を
我
党
小
説
作
者
が
其
因
果
の
理
の
要
を
摘
み
て
一
小
冊
子
の
う
ち
に
蔵
め
て
点
検
取
捨
す
る
便
に
供
ふ
」
と
 
 

い
っ
た
言
が
あ
る
。
な
お
、
「
人
間
を
支
配
す
べ
き
因
縁
果
報
の
理
法
」
は
、
見
え
て
い
る
訳
で
、
し
た
が
っ
て
無
理
想
と
い
う
訳
で
 
 

は
な
い
。
院
外
に
い
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
「
小
天
地
想
」
が
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
道
道
の
い
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（
9
）
．
自
己
を
脱
離
す
、
故
に
自
己
が
理
想
を
も
て
人
物
が
運
命
を
左
右
す
至
】
と
無
し
。
・
作
家
が
、
あ
る
登
場
人
物
に
思
い
入
れ
を
す
れ
 
 

ば
、
そ
の
人
生
観
に
し
た
が
っ
て
、
登
場
人
物
の
運
命
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
勧
善
懲
悪
の
作
品
を
念
頭
に
置
け
ば
 
 

分
か
り
易
い
。
『
小
説
神
髄
』
以
来
の
道
道
の
写
実
論
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
此
故
に
、
上
乗
の
ド
ラ
マ
を
名
づ
け
て
没
理
想
と
い
ふ
。
此
の
活
き
た
る
差
別
相
即
ち
活
き
た
る
平
等
相
の
中
に
、
衆
批
評
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（
1
2
）
 
理
想
的
解
釈
・
作
意
・
主
題
に
つ
い
て
の
解
釈
 
 

要
す
る
に
、
造
化
に
対
し
て
い
ふ
没
理
想
は
方
便
に
し
て
、
我
が
理
想
の
ド
ラ
マ
に
対
し
て
い
ふ
時
は
、
目
的
な
り
。
ド
ラ
マ
の
 
 

本
体
の
一
面
を
い
ふ
な
り
。
以
上
を
没
理
想
の
略
と
す
。
 
 
 

鴎
外
漁
史
が
精
霞
な
る
駁
論
に
対
し
て
は
、
我
が
非
を
覚
り
た
る
こ
と
の
由
も
、
我
が
未
だ
服
し
得
ざ
る
条
々
も
、
我
が
文
の
拙
 
 
 

家
の
理
想
を
没
却
す
る
の
み
な
ら
ず
、
作
家
自
身
の
理
想
を
も
没
却
す
れ
ば
な
り
。
・
す
ぐ
れ
た
ド
ラ
マ
で
は
、
登
場
人
物
 
 

は
個
性
を
持
っ
て
生
き
生
き
と
活
動
し
、
作
家
は
自
身
の
人
生
観
に
よ
っ
て
、
人
物
の
運
命
を
左
右
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
 
 

の
た
め
、
作
品
は
さ
な
が
ら
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
様
相
を
呈
し
、
様
々
な
批
評
家
の
解
釈
も
受
け
入
れ
、
作
家
の
作
意
も
見
 
 

え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
没
理
想
と
い
う
の
意
。
 
 

載
れ
書
て
（
¶
早
文
L
前
号
誌
上
）
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
せ
し
時
、
見
董
卓
に
此
の
一
面
を
挙
げ
て
他
の
一
面
に
説
き
及
ぼ
さ
ゞ
り
 
 

し
は
二
只
ヒ
単
に
此
の
一
面
を
挙
げ
て
他
の
一
面
に
説
き
及
ぼ
さ
ゞ
り
し
は
、
当
時
は
ド
ラ
マ
の
全
局
を
評
す
べ
き
要
な
か
り
し
が
故
 
 

な
り
。
該
当
号
（
¶
早
稲
田
文
字
』
七
号
）
 
に
相
当
す
る
論
評
な
し
。
初
出
で
は
「
我
れ
本
誌
第
一
号
に
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
評
 
 

せ
し
時
、
只
単
に
此
の
一
面
を
挙
げ
て
・
＝
＝
＝
・
・
」
。
つ
ま
り
、
『
シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
脚
本
評
註
緒
言
』
を
指
し
て
い
る
。
特
に
、
「
若
し
 
 

シ
ェ
ー
ク
ス
ビ
ヤ
を
称
美
せ
ん
と
せ
ば
、
其
の
人
間
の
性
情
を
活
動
せ
し
む
る
技
両
を
賞
す
る
は
固
よ
り
可
か
る
べ
く
、
其
の
比
喩
の
 
 

妙
、
其
の
想
像
の
妙
、
其
の
着
想
の
妙
、
こ
れ
を
ほ
め
て
空
前
と
い
ふ
も
可
く
、
絶
後
と
い
ふ
も
可
か
る
ぺ
し
、
唯
≧
其
の
理
想
を
ほ
 
 

め
て
、
大
哲
学
者
の
如
く
高
し
と
い
ふ
は
信
け
難
し
。
む
し
ろ
、
没
理
想
な
る
を
た
ゝ
ふ
べ
き
な
り
。
」
を
受
け
、
「
此
の
一
面
」
は
「
差
 
 

別
相
」
、
「
彼
の
一
面
」
は
「
平
等
相
」
を
指
し
、
「
差
別
相
」
は
「
ド
ラ
マ
の
一
面
」
に
、
「
平
等
相
」
は
「
ド
ラ
マ
の
本
体
」
に
相
当
 
 

す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
『
早
稲
田
文
字
』
一
号
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
戯
曲
の
客
観
的
な
姿
を
問
題
に
し
た
の
で
、
作
 
 

家
の
「
没
理
想
」
 
に
は
触
れ
る
必
要
が
な
く
、
ま
た
説
明
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
無
理
想
と
曲
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
弁
明
の
気
 
 

持
ち
を
含
む
。
 
 

う
「
小
天
地
」
は
否
定
的
意
味
合
い
で
、
鴎
外
の
い
う
「
小
天
地
想
」
と
正
反
対
で
あ
る
。
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（
1
）
 
 

き
が
為
に
、
漁
史
を
し
て
誤
り
解
せ
し
め
し
か
と
思
は
る
＞
あ
た
り
も
、
皆
次
々
の
号
に
て
答
ふ
べ
し
。
こ
＞
に
は
只
用
語
の
義
を
 
 

弁
ず
る
の
み
。
 
 

（
1
）
 
鴎
外
漁
史
が
精
確
な
る
駁
論
に
対
し
て
は
…
…
…
皆
次
々
の
号
に
て
答
ふ
ペ
し
。
・
次
号
（
『
早
稲
田
文
学
』
九
号
、
明
治
二
五
二
二
 
 

に
は
、
「
小
芋
子
が
白
日
夢
」
が
掲
載
さ
れ
、
「
烏
有
先
生
に
答
ふ
」
 
の
連
載
が
始
ま
る
 
（
山
○
号
ま
で
）
。
ま
た
、
一
〇
号
に
は
、
「
其
 
 

の
意
は
遠
へ
り
」
が
善
か
れ
た
。
 
 

（
未
完
）
 
 

付
記
 
本
稿
は
、
平
成
四
年
度
筑
波
大
学
学
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
 
 


