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古
典
古
代
の
文
学
と
古
代
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
は
、
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と
も
に
伝
統
的
な
西
洋
古
典
学
の
学
的
対
象
を
構
成
し
て
き
た
。
今
後
も
こ

の
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
地
中
海
文
化
研
究
の
中
で
文
献
学
的
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
分
野
と
し
て
、
学
問
論
的
に
も
大
き
な
比
重
を

占
め
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
、
例
え
ば
わ
が
国
の
大
学
で
の
こ
れ
ら
古
代
学
の
演
習
形
態
を
想
定
し
た
場
合
、
ま
ず

語
学
的
に
原
典
の
精
微
な
解
読
を
め
ざ
す
と
い
う
目
標
が
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
例
え
ば
日
本
文
学

の
演
習
の
よ
う
に
写
本
(
あ
る
い
は
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
起
こ
す
と
い
っ
た
作
業
を
考
え
る
と
、

そ
れ
は
必

須
の
技
術
的
知
識
で
は
あ
っ
て
も
、
西
洋
古
典
文
献
の
場
合
に
は
物
質
的
な
限
界
を
伴
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
西
洋
古
典
学
に
関
し
て
、
日
本
で
も
欧
米
の
古
典
学
に
お
け
る
よ
う
な
そ
う
い
っ
た
文
献
学
的
な
目
標
設
定
し
か
あ
り

え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
他
留
に
お
い
て
別
の
地
域
の
研
究
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
一
般
的
に
言
い
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
研
究
の
方
法
と
し
て
は
現
地
・
現
物
の
調
査
、
写
本
の
実
地
検
証
な
ど
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
試
み
と
し
て
、
別
に
一
つ
の
自
標
を
設
定
し
て
み
た
い
。
方
法
論
的
に
は
ま
だ
未
熟
で
あ
る
が
、
そ
の
目
指
す
も
の
は
、



サ
・
謹
一
体
祭
犠
)
で
あ
る
。

も
の
で
は
な
く
、
世
界
中
何
処
で
も
、

ミ
サ
・
聖
体
祭
儀
に
関
し
て
考
え
る
と
、

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ア
と
な
る
の
は
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
宗
教
的
な
典
礼
行
為
(
ミ

そ
れ
は
エ
ル
サ
レ
ム
や
ロ
!
?
で
し
か
成
立
し
な
い
と
い
う

究
撞
的
に
は

「
一
箆
の
現
存
」

ま
た
紀
元
前
後
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
、

お
な
じ
キ
リ
ス
ト
の
現
存
を
う
た
い
、
現
実
に

そ
れ
が
霊
的
な
次
元
を
目
指
す
も
の
で
あ

そ
う
で
あ
る
q

地
域
的
・
時
代
的
差
異
を
超
え
て
普
遍
的
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、

る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
古
典
学
の
よ
う
な
文
献
学
的
分
野
に
お
い
て
、

し
か
も
大
学
と
い
っ
た
純
学
問
的
な
場
で
霊
的
な
次
元
を

目
指
す
た
め
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
幾
多
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
先
に

っ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
学
の
変
容

i
l『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』

ηJ
忍
T

ロヘ

刀
v
ぷ
阿
川
ず
耳
，

に
!向
け
て

」

の
解
釈
に

ギ
リ
シ
ア
語
教
会
著
述
家
の
中
で
も
古
典
古
代

の
文
献
に
通
暁
し
た
教
父
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
い
て
、
特
に
ホ
メ
ロ
ス
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
異

お
よ
び

「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
ホ
メ
ロ
ス
理
解
の
変
容

i
l
H
イ
リ
ア
ス
』

i向
け
て

の
こ
論
文
を
公
に
し
た
(
2
E

こ
れ
ら
の
拙
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
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教
文
学
の
受
容
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。

そ
の
結
果
、

ク
レ
メ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
た
ち
が
、

ホ
メ
ロ
ス
な
ど
ギ
リ
シ
ア
古
典
に
対
峠
す
る
際
に

ち
ょ
う
ど
新
約
世
界
の
人
々
が
旧
約
聖
書
に
対
す
る
時
に
取
っ
た
態
度
と
同

様
、
キ
リ
ス
ト
到
来
以
前
の
民
族
固
有
の
文
化
を
聖
霊
の
光
で
照
ら
し
て
受
容
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
態
度
を
明
確
に
し
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
。

異
教
文
化
の
受
容
に
際
し
て
の
、
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
西
方
の
ラ
テ
ン
教
父
た
ち
が
異
教
文

明
に
接
し
た
際
の
姿
勢
と
比
較
し
て
み
る
と
き
に
、

よ
り
著
し
い
対
照
を
な
し
た
特
徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
ラ

テ
ン
教
父
た
ち
は
、

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ワ
ス
(
寸
c
i
S
回
・
の
・
)
作
『
牧
歌
』
第
四
歌
の
受
容
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

東
方

に
お
け
る
と
同
様
、
異
教
文
明
が
キ
リ
ス
ト
生
誕
を
予
言
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
一
方
で
は
示
し
な
が
ら
も
、

ア
ウ
グ
ス



テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
の
主
流
派
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
接
触
の
あ
り
方
が
概
し
て
修
辞
的
・
文
体
的
な
模
倣
と
受
容
に
と
ど
ま
っ
た
と
一
一
一
一
向
え

る
(
3
)
O

ま
た
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』

を
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
フ
ル
ゲ
ン
テ
ィ

ウ
ス
や
ト
ゥ

i
ル
の
ベ
ル
ナ

i
ル、

あ
る
い
は
ソ

i
ル
ズ
ベ
リ

i
の
ジ
ョ
ン
な
ど
も
(
4

も
は
や
時
代
が
中
世
に
は
い
っ
て
か
ら

の
人
々
で
あ
り

ギ
リ
シ
ア
教
父
に
お
け
る
古
典
の
受
容
が

寸
教
父
哲
学
の
挫
し
(
5
)

と
言
わ
れ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ

ン
ス
に
お
い
て
早
く
も
開
花
し
た
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
ホ
メ
ロ
ス
理
解
の
あ
り
方
を
基
点
に
し
て
、
古
代
文
学
の
受
容
と
変
容
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
は
、

も

ち
ろ
ん
筆
者
に
と
っ
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
彼
ら
教
父
た
ち
が
古
典
受
容
・
解
釈
の
姿
勢
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
期
待
に
根
ぎ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
吉
典
に
関
し
て
は
ク
レ
メ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
学
的
古
典
解
釈
を
典
型

的
な
形
で
展
開
し
た
教
父
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
古
典
に
関
し
て
は
少
な
く
と
も
古
代
教
父
の
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中
に
は
、
古
典
受
容
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
神
学
的
な
反
省
に
も
堪
え
ら
れ
る
よ
う
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
た
人
は
見
当
た
ら
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ワ
ス
に
関
し
て
、
教
父
た
ち
に
も
似
て
「
神
学
的
」
な
解
釈
を
展
開
し
え
た
人
は
、
古
典
古
代
の
詩
人

た
ち
の
う
ち
に
先
駆
的
に
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
詩
人
と
は
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
生
涯
に
わ
た
っ
て
親
交
を
結
ん

だ
詩
人
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

(
S
i
∞
出
・
の
・
)
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ワ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
ホ
ラ
テ
ィ
ワ
ス
を
捉
え
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
を
ウ
ェ
ル

ギ
リ
ウ
ス
解
釈
の
た
め
の
優
れ
た
仲
介
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
理
由
は
、

ワ
ェ
ル
ギ
リ
ク
ス
研
究
史
の
上
で
い
か
ば
か
り
か
の
寄
与

を
呂
指
す
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
を
論
拠
と
し
て
古
典

学
の
変
容
を
模
索
し
て
き
た
が
、

そ
の
途
上
、
方
法
論
的
支
柱
す
な
わ
ち
ク
レ
メ
ン
ス
に
あ
た
る
人
物
す
ら
も
古
典
古
代
世
界
の
中

に
内
在
的
に
見
い
だ
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。

い
ま
こ
の
点
を
、
哲
学
・
神
学
的
な
見
地
か
ら
反
省
し
て
み
よ
う
。



現
代
哲
学
史
上
の
一
つ
の
流
派
と
し
て
寸
ト
ミ
ズ
ム
L

あ
る
い
は
「
ネ
オ
・
ト
ミ
ズ
ム
」
と
い
う
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定

し
え
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
(
6
1

の

「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
的
総
合
な
い
し
は
ト
ミ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る

神
学
と
哲
学
を
区
別

し
つ
つ
統
一
し
よ
う
と
す
る
試
み
ヒ
7
)

は
、
簡
単
に
一
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
哲
学
の
世
界
す
な
わ
ち
人
間
の
理
性
界
の
自
立
性
を
尊

そ
の
規
範
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
見
い
だ
し
て
学
問
的
な
哲
学
研
究
を
究
極
ま
で
押
し
進
め
る
と
向
時
に
、
啓
示
と
思

寵
の
絶
対
性
を
も
認
め
て

n
o
gゴ
ω
5
2
2
2
5ロ件。
=
F
∞
え
℃
2
p
~て
(
患
寵
は
自
然
を
破
壊
せ
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
完

重
し
、

成
す
る
)

(

8

)

の
テ

i
ゼ
の
も
と
に
哲
学
と
神
学
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ト
ミ
ズ
ム
を
や
や
一
般
化
し
た
形
で
敷
街
す
る
な
ら
ば
、
世
界
史
的
に
で
あ
れ
個
人
史
的
に
で
あ
れ
、
恩
寵
の
働
き
以
前
の

人
間
世
界
の
自
立
性
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
人
間
世
界
の
完
成
を
究
極
の
目
標
と
す
る
が
故
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
背
後
に
働
く
摂

と
い
う
態
度
に
総
括
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
針
は
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
史
に
関
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理
を
否
定
す
る
こ
と
を
し
な
い
、

し
て
言
え
ば
出
約
聖
書
の
世
界
に
、
ま
た
世
界
史
的
に
言
え
ば
古
典
古
代
史
の
中
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
実

際
、
ト
ミ
ズ
ム
の
流
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
古
代
哲
学
研
究
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
に
お
け
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス

自
身
の
よ
う
な
、
ま
た
出
約
聖
書
神
学
研
究
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
時
代
は
遡
る
が

コ
校
歌
講
話
』

あ
る
い
は
吋
モ

i
セ
の
生
涯
』

を
著
し
た
ギ
リ
シ
ア
教
父
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
よ
う
な
人
物
の
う
ち
に
(
り
)
、

そ
の
精
華
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

こ
の
ト
ミ
ズ
ム
は
、

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
自
身
に
よ
っ
て
は
、

ま
た
今
日
ま
で
の
ト
ミ
ズ
ム
の
系
譜
の
上
で
は
、
語
学
文
学
的

な
領
域
に
十
分
に
適
用
さ
れ
て
は
来
な
か
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

そ
れ
は

ト
マ
ス
自
身
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
う
ち



吋
一
式
一
門
学
』
『
修
辞
学
』
に
関
し
て
は
注
解
を
加
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
現
れ
て
い
る
し
、
例
え
ば
教
会
の
司
祭
養
成
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
お
い
て
語
学
・
文
学
的
な
分
野
の
履
修
が
比
較
的
初
期
の
段
階
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
が
普
遍
的
典
礼
用

諾
の
地
位
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
も
現
れ
て
い
よ
う
。

こ
の
ト
ミ
ズ
ム
を
、

い
ま
古
代
文
学
研
究
に
あ
て
は
め
る
こ
と
を
考
え
た
い
。
す
る
と
、

そ
の
あ
り
方
と
し
て
は
「
古
典
古
代
世

界
の
う
ち
に
、
古
典
文
学
研
究
に
関
し
て
権
威
と
な
り
う
る
よ
う
な
著
作
家
を
見
い
だ
す
」
と
い
う
態
度
と
な
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た

ア
レ
ク
サ
ン
、
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
な
ど
は
先
駆
的
に
、

そ
う
い
っ
た
著
作
家
と
し
て
ホ
メ
ロ
ス
を
考
え
た
と
言
え
よ
う
し
、

ま
た

イ
タ
リ
ア
の
詩
聖
ダ
ン
テ

(
H
N
S
ー
ロ
ピ
)
な
ど
は
ワ
ェ
ル
ギ
リ
ノ
ワ
ス
を
そ
う
捉
え
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
対
象
を
ラ
テ
ン
文
学
に
限

り
、
『
ア
エ
ネ
イ
ス
ら

の
解
釈
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
の
導
き
手
と
な
る
よ
う
な
人
を
探
し
た
場
合
、

や
は
り
こ
の
よ
う
な
ト
ミ
ズ
ム

の
立
場
か
ら
も
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
は
、

そ
の
よ
う
な
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思
想
上
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
。

ロ
ー
マ
の
叙
情
詩
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
精
神
史
的
展
開
に
は
、
民
衆
へ
の
態
度
を
基
準
と
し
て
二
つ
の
様
相
が
認
め
ら
れ
る
と
さ

一
つ
は
民
衆
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
攻
撃
か
ら
超
越
的
態
度
へ
と
進
化
す
る
も
の
で
、
最
初
期

の
作
句
エ
ポ

i
デ
ィ

i
h
に
始
ま
り
、
中
期
(
前
ニ

0
年
代
)
の
守
歌
掌
n
b

に
お
い
て
完
成
を
見
る
。
も
う
一
つ
は
、
民
衆
に
接
近
し

融
和
を
果
た
そ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
や
は
り
『
エ
ポ

i
デ
ィ

i
』
に
端
を
発
し
、
吋
世
紀
祭
の
歌
』
(
前
一
七
)
の
経
験

を
経
て
晩
年
の
『
歌
章
b

第
四
巻
で
完
成
を
見
る
。
以
上
二
つ
の
態
度
は
こ
の
よ
う
に
時
期
的
に
ず
れ
を
見
せ
つ
つ
、
詩
人
の
中
で

れ
る
(
ω
)
O

共
存
し
て
生
涯
を
貫
い
て
い
る
。



と
こ
ろ
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の

可
歌
山
羊
』
第
四
巻
末
尾
の
第
一
五
歌
(
そ
れ
は
彼
の
生
涯
最
後
の
歌
と
さ
れ
る
)
(
日
)
に
お
い
て
、

ロ
i

マ
の
子
供
た
ち
ゃ
婦
人
た
ち
と
と
も
に
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
歌
い
、

ア
ワ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
統
治
に
よ
っ
て
お
と
ず
れ
た
ロ

i
マ

の
平
和
を
認
歎
し
よ
う

と
呼
び
か
け
て
い
た
。

2
5
℃
円
。
円
。
自
己

5
2
Z
5
D
C∞
汁
江
田

U

H--o
門
凶
作
。
∞
勺
江
口
ω
何
回
℃
℃
吋
月
刊
の

mHtu

三
3
5
0
h
cロ
2
0∞
ョ
。

B
m
v丘
町
に
自
己

5
2

一
円
、
可
門
戸

:
2
5民同
o
g
H
5
5
0
江

E
2

斗
円
。

E
g
(主
0
2
K〆
ロ
の
}
己

ωσ
ロ

2
巳

B
S

日

U

円
。
問
。

2
0
5
〈

ODO円
;
2
5
5
5・
(h-S送・
4

・
5
・
N
吋
1
い
N
)

「
わ
れ
わ
れ
も
、

わ
れ
ら
の
子
孫
、

妻
た
ち
と
と
も
に
、

ま
ず
は
ふ
さ
わ
し
く
神
々
を
呼
び
求
め
つ
つ
、
徳
に
み
ち
た
つ
と
め
を

- 16-

果
た
し
た
武
士
ら
を
父
祖
の
習
い
に
従
っ
て
讃
え
、

リ
ュ
デ
ィ
ア
の
葦
笛
に
合
わ
せ
た
歌
で
ト
ロ
イ
ア
と
ア
ン
キ
セ
ス
と
、
恵
み
深

き
ウ
ェ
ヌ
ス
の
お
ん
子
を
共
に
歌
お
う
」

こ
の
口

u

歌
章
』
末
尾
の
歌
は
、
上
に
記
し
た
民
衆
と
の
融
和
的
態
度
の
完
成
形
態
を
示
す
も
の
と
も
さ
れ
る
。

い
ま
上
記
二
つ
の

態
度
の
連
関
を
考
え
る
こ
と
に
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
が
そ
の
生
涯
の
最
後
に
自
ら
の
身
を
委
ね
た
吋
ア
エ
ネ

イ
ス
』
の
解
釈
へ
と
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
『
歌
章
』
に
お
い
て
演
点
に
達
す
る
と
さ
れ
る
超
越
的
態
度
は
、
例
え
ば
第
三
巻
第
一
一
散
の
次
の
よ
う
な
詩
句
に
明
瞭
に
認

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。



。
圧
力
円
。
町
山
口
乙
ヨ
ぐ
三

m
c∞
2
R
2
0
一

F
5
2
2
H
M
m
E∞一

2
2
Hユロ
ω
口
。
ロ
日
U
1
5

山
口
伝
片
山
富

5
2
5
H凶
器
2
E
2

ぐ
可
肉
ん
ロ
~
σ
C印
日

u
c
m
w
z
m
A
乙
ぬ
の
m同一口一円。.

(内
h
N

コ
ミ
・
い
-

H

・
M
1
4
)

「
わ
た
し
は
忌
み
嫌
う
、
汚
れ
た
愚
衆
を
。
そ
し
て
遠
ざ
け
る
。
凶
兆
の
言
葉
を
避
け
よ
。

こ
れ
ま
で
耳
に
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
歌
を
お
と
め
ご
ら
、
少
年
た
ち
の
た
め
に
歌
お
う
」

わ
た
し
は
ム

i
サ
イ
の
神
{
呂
と
し
て
、

も
う
一
方
の
態
度
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
融
和
の
態
度
は
、
彼
の
生
涯
の
晩
年
に
な
っ
て
完
成
を
見
る
と
さ
れ
、
上
で
引
い
た

『
歎
章
』
第
四
巻
第
一
五
歌
に
認
め
、
ら
れ
る
。

以
上
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
対
立
を
見
る
と
さ
れ
る
こ
つ
の
態
度
を
挙
げ
た
が
、

共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
、

一
見
し
て
こ
れ
ら
こ
つ
の
態
度
の
開
に
も

- 17-

ロ
ー
マ
の
子
供
た
ち
を
自
ら
の
詩
の
理
解
者
と
考
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
、

子
供
た
ち
と
の
関
わ
り
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
前
一
七
年
の
「
世
紀
の
祭

典
」
(
戸
、
戸
(
ロ
∞
言
。

czzm)
で
は
詩
人
自
ら
が
指
揮
を
と
り
、
二
七
人
ず
つ
の
男
児
女
児
か
ら
な
る
合
唱
隊
の
指
導
を
し
て
い
る
。

2
5巳
)
0
3
7
1
h戸
門
戸

g
A
C
m
w
M
)
0
5
2
0
2
ロ
P

Z
2己
主
出
の
お
め
口
弘

2
5
u
O
S
Fロハロ

印
。
言
明

)
2
2
2
E
W
弘
知
件
。
占

5
0
℃
2
2
5
2

件
。
ョ
℃

C
H
O
Zの
円
。
.

350
∞
手
}
ム
ロ
2
2
0
2
5
3
ぐ

2
2∞

ぐ
可

mF
ロo
m
}め
の
け

mwω
同
)
戸
内

W
H
1
c
m
A
Cめ
の
お
閉
山
門

Cmw
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H
d
C
}〕

Z
2
5
任
。
。
∞
ぷ
問
。
(
己
的
何
回
日

:
E
F

∞
戸

mwの
C
{
C
町
内
山
由
仲
町
四
日
円

mw町

m山町
内
山
口

4
5
7
Hハ
)mwmu

円。

ι
(
{
F
E
S門
B
σ
P

門
一

c
i
-
2
2
0仏
C
門
戸
ヨ

Z
Z∞
出
。
円
三
~
¥
(
の
お
可
さ
・

4
・。
-
N
q
1
4
4
)

「
ア
ポ
ロ
が
わ
た
し
に
霊
感
を
授
け
た
。

ア
ポ
ロ
が
詩
の
術
と
詩
人
と
し
て
の
名
声
を
わ
た
し
に
与
え
た
。

ゆ
え
、
麗
し
き
乙
女

ご
ら
よ
、

ま
た
由
緒
あ
る
父
祖
よ
り
生
ま
れ
た
る
お
の
こ
ら
よ
、
デ
ロ
ス
島
の
女
神
デ
ィ
ア
ナ
、
す
ば
や
き
山
猫
や
鹿
を
そ
の
弓
で

も
っ
て
捕
ら
え
る
女
神
の
庇
護
の
許
に
あ
る
者
ら
よ
、

レ
ス
ボ
ス
島
の
-
調
べ
と
わ
た
し
の
親
指
の
節
を
守
り
、
相
応
し
く
ラ
ト
ナ
の

お
ん
子
を
歌
え
。
相
応
し
く
、
増
し
ゅ
く
光
を
放
つ
月
を
。
実
り
早
く
、

め
ぐ
り
は
や
き
歳
々
を
す
ば
や
く
廻
す
月
を
。

い
つ
の
日

か
お
嫁
に
行
く
と
き
、

お
ま
え
は
言
う
だ
ろ
う
。
〈
わ
た
し
は
神
々
に
悦
ば
れ
る
歌
を
捧
げ
た
。
祭
礼
の
光
を
め
ぐ
り
も
た
ら
す
と

- 19ー

き
に
、
詩
人
予
言
者
ホ
ラ
テ
ィ
ワ
ス
の
調
べ
を
教
わ
っ
て
〉
と
L

こ
の
よ
う
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
は
、
っ
パ
イ
デ
イ
ア
と
し
て
の
詩
L

と
い
う
理
念
が
そ
の
生
涯
を
貫
い
て
お
り
、

詩
人
は

「ム

i
サ
イ
の
神
官
」
(
足
円
四
日
常
に
ヨ
∞

2
2乱
。
♂
〔
リ
ミ
ミ
・
ぃ
・
「
い
)
と
し
て
の
教
育
的
役
割
を
自
認
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

句
協
豆
半
ら
第
四
巻
第
一
五
歌
の
末
尾
は
、

と
と
も
に
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
歌
お
う
と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
の
平
和
を
讃
え
る
た
め
に
婦
人
や
子
供
た
ち

斗

5
3
5
3
5
m
W
2
k
r口。
Z
Zロ
立
巳
3
2
¥

日
)
円

o
m
σ
2
0
5
〈

σロ
2
2
2ロ
mwgcm-

こ
の
詩
句
に
関
し
て
注
釈
家
・
諸
研
究
者
は
、
こ
れ
が
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
ロ

i
マ
の
平
和
を
認
歎
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か

け
T
あ
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

(20
け
れ
ど
も
い
ま
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
も
し
こ
の
匂
が
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の



具
体
的
な
内
容
ま
で
指
示
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
最
初
の
斗

3
2
は
も
ち
ろ
ん
mu

ア
エ
ネ
イ
ス
』
第
一
、
ニ
巻
を
意
味
し
よ
う
し
、

次
の
〉

2
Y
2
2
か
ら
は
句
ア
エ
ネ
イ
ス
nu

の
中
で
も
と
り
わ
け
第
六
巻
冥
府
で
の
役
割
が
思
い
浮
か
ぶ
。
す
る
と
、
こ
の
傾
序
に

従
え
ば
、
最
後
の
℃
円

o
m
O
2
2
〈

3
2
2
は
『
ア
エ
ネ
イ
ス
L

一
後
半
部
に
お
け
る
ア
エ
ネ
イ
ス
の
活
躍
を
意
味
し
よ
う
か
ら
、
特

に
母
ウ
ェ
ヌ
ス
か
ら
楯
を
授
か
る
第
八
巻
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
す
る
と
最
初
の

、吋円。;
に
関
し
て
も
、
第
二
巻
落
城
の
場
面
よ

よ
り
冒
頭
に
近
い
第
一
巻
で
-
記
さ
れ
る
、
カ
ル
タ
ゴ
の
ユ

i
ノ
!
神
殿
に
描
か
れ
た
ト
ロ
イ
ア
戦
争
そ
の
も
の
の
絵

図
会
・
会
小
ー
さ
い
)
が
想
定
さ
れ
よ
う
(
口
)
O

す
る
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
~
↓

5
5
2』
5

2
〉
口
。

7
2
3
2
p
一B
Z
¥
宮
.
0
I

m
O
2
0
5
〈

3
2
F
m
gロ
m
V
5
5
=
は
、
『
ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

の
筋
の
展
開
に
主
要
な
役
割
を
果
た
す
第
一
、
第
六
、
第
八
の
三
つ
の
巻

i
iそ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
エ
ク
ブ
ラ
シ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い

i
lを
般
に
巧
み
に
要
約
し
て
い
る
こ
と
に
気

と
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
ホ
ラ
テ

ワ
も
む
し
ろ
、

イ
ウ
ス
に
よ
る
複
数
一
人
称
形

S
5
5
5
は
、
こ
の

S
D
O
の
位
置
に
配
さ
れ
る
と
き
、
同

υ

ア
エ
ネ
イ
ス
』

を
ロ

i
マ
国
民
と
と

- 20-

づ
か
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
は

n
n

〉円
H
H
d
m
i門
戸
H
U
A
C
ゅ
の
お
口
。
て
.
.
=

も
に
共
同
体
と
し
て
歌
い
上
げ
よ
う
、
と
い
う
呼
び
か
け
と
な
る
(
日
。
す
る
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
末
尾
ニ
行
は
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
nu

各

巻
を
蝦
に
一

i
L
ハ
↓
八
↓

同ロュ・

と
辿
る
こ
と
と
な
り
、
彼
は
そ
の
生
涯
を
終
え
る
に
際
し
て
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
般
に
簡
潔
に

辿
り
つ
つ
巻
頭
す
な
わ
ち
ロ

i
マ
神
話
の
冒
頭
に
立
ち
戻
り
、

ロ
ー
マ
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
全
う
し
た
と
言
え
よ
う
。

い
ま
ホ
ラ
テ
ィ
ワ
ス
が
、

ア
エ
ネ
ア
ス
神
話
圏
内
の
回
目
頭
か
ら
見
は
る
か
す
よ
う
な
形
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
も
う
一
度
彼
晩
年
の
作
品
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
例
え
ば
句
ア
エ
ネ
イ
ス
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
さ

れ
る
『
“
世
紀
祭
の
歌
b

に
関
し
て
も
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
そ
の
血
を
引
く
と
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
神
話
系
図
で
あ
る
日
)
ア
ポ
ロ

i
ン
に
取
材
し
、
国
民
を
ア
ポ
ロ

i
ン
/
デ
ィ
ア

i
ナ
の
位
置
に
ま
で
遡
ら
せ
よ
う
と
す
る
詩
人
の
意
図
を
読
み
込
ん
で
よ
い
よ
い
つ

に
思
わ
れ
る
。



「
小
さ
き
者
・
子
供
た
ち
と
の
連
帯
L

と
い
う
点
と
相
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
供
た
ち
と
の
連
帯
を
求
め
る
の
は
、
彼
が
老
境
に
達
し
つ
つ
も
、
国
民
が
あ
い
と
も

こ
の
よ
う
な
「
神
話
圏
内
で
の
時
間
的
な
遡
行
L

と
い
う
性
質
は
、
先
に
指
摘
し
た
彼
の

に
集
い
う
る
よ
う
な
詩
の
創
作
の
た
め
に
、
精
神
的
・
神
話
詩
想
的
な
意
味
で
、

よ
り
純
粋
で
普
遍
的
な
場
を
志
向
し
た
こ
と
を
意

味
し
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
中
に
対
立
的
に
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
「
民
衆
か
ら
の
超
越
的
態
度
L

と
「
民
衆
へ
の
融
和
的
姿

勢
」
は
、
民
衆
が
よ
り
普
遍
的
に
集
い
う
る
よ
う
な
時
間
的
に
潜
っ
た
場
面
の
う
ち
に
、
詩
人
が
自
ら
の
場
所
を
求
め
る
こ
と
で
両

立
し
う
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
か
ら
、

在日

-21-

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
生
涯
の
最
後
に
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
』
に
自
ら
の
身
を
委
ね
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
詩
論
上
、
『
ア

エ
ネ
イ
ス
丸
一
の
中
に
彼
が
生
涯
求
め
つ
づ
け
て
き
た
も
の
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て

い
ま

『
ア
エ
ネ
イ
ス
』

の
な
か
で
現
今
の
学
界
で
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
点
を
中
心
に
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
想
を
手
が
か
り
に

し
て
『
ア
エ
ネ
イ
ス
L

一
解
釈
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
た
い
。

を
め
ぐ
る
問
題
は
数
限
り
な
く
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、

と
し
て
い
る
の
が
第
六
巻
っ
眠
り
の
門
」
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
ろ
う
(
目
。
第
六
巻
で
冥
府
探
訪
を
終
え
た
怠
子
ア
エ
ネ
ア
ス
を
、

そ
の
父
ア
ン
キ
セ
ス
は
、
ニ
つ
あ
る
門
の
う
ち
「
偽
り
の
夢
」
が
出
る
と
さ
れ
る
つ
象
牙
の
門
」
か
ら
地
上
へ
と
送
り
だ
す
と
さ
れ

勾
ア
エ
ネ
イ
ス
L}

そ
の
一
つ
と
し
て
旧
来
取
り
上
げ
ら
れ
諸
見
解
が
紛
々

る。
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か
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ご
」
こ
に
は
カ
エ
サ
ル
と
、

ユ
リ
ウ
ス
家
に
属
す
る
す
べ
て
の
子
孫
が
、
偉
大
な
る
天
軸
の
も
と
に
登
場
を
控
え
て
い
る
。

の

男
児
、
こ
の
人
物
こ
そ
が
、

そ
の
到
来
を
お
前
も
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
ア
ワ
グ
ス
ト
ゥ
ス
・
カ
エ
サ
ル
。
神
の
血
を
引
き
、
か
つ
て

こ
の
地
が
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
と
き
の
黄
金
時
代
を
、
再
び
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
打
ち
棋
て
、
ガ
ラ
マ
ン
テ
ス
人

さ
ら
に
は
イ
ン
、
ド
ゥ
ス
人
の
上
に
ま
で
そ
の
統
治
を
拡
げ
る
者
、

こ
れ
に
対
し
て
第
七
巻
以
降
第
二
一
巻
ま
で
で
描
か
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
エ
ネ
ア
ス
と
そ
の
宿
敵
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
と
の
戦
闘
で

あ
り
、
第
一
二
巻
の
末
尾
で
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
の
死
が
語
ら
れ
、

『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
全
編
は
い
さ
さ
か
藤
突
に
終
え
ら
れ
て
、

ア
エ
、
ネ
ア

- 24-

ス
と
ラ
ウ
ィ
ニ
ア
の
婚
礼
等
々
は
語
ら
れ
な
い
た
め
、

吋
ア
エ
ネ
イ
ス
』
後
半
で
の
筋
の
展
開
は
第
六
巻
で
の
ロ
!
マ
未
来
史
と
は

関
連
を
も
た
な
い
。

P

一、、
p

-

ヰ
中
山

ナ

J
f
可

『
ア
エ
ネ
イ
ス
ゐ
全
編
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
う
べ
き
第
八
巻
で
(η)
、

火
神
ウ
ル
カ
ヌ
ス
が

ア
エ
ア
ネ
ス
の
た
め
に
楯
を
作
る
場
面
で
の
エ
ク
ブ
ラ
シ
ス
に
お
い
て
、
掲
の
中
に
彫
り
込
ま
れ
る
の
が
や
は
り
ロ
!
マ
の
未
来
史

で
あ
り
、

そ
の
中
で
ア
エ
ネ
ア
ス
と
読
者
は
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
い
た
る
ロ

i
マ
の
将
来
を
再
び
告
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
ア
ス
カ
ニ
ワ
ス
に
連
な
る
請
で
あ
っ
た
。

ニ
ロ
ハ
げ
足
∞
同
門
主
S
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H
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2℃
yom

}gcn日
ぐ
町
二

c
s
-
mロ
凶
門
戸
同
印
ぐ

σロ
門
戸

'H1ACmwFロ
ω江
戸
∞

MMoi

h
め
の
め
門
お
け
芯
巳
℃

2
0
2
v
と
ん
の
向
。
ロ

5
0
3
5
P
2
3
0

丘
一
円
℃
一
∞
何
回

σ
〉
∞

2
2
C
M
)
c
m口
町
二

m
H
A
C
0
5
0円
仏

5
0
ゲ
己
一
位
・

(
h
s・
∞

-
b
N
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ご
ご
」
に
火
の
神
ウ
ル
カ
ヌ
ス
は

イ
タ
リ
ア
の
事
蹟
と
ロ

i
マ
人
た
ち
の
勝
利
を

来
た
る
べ
き
世
を
知
ら
ず
に
け
れ
ど
も
預

一
口
者
た
ち
か
ら
そ
の
知
識
を
得
て
、
彫
り
つ
け
た
。

そ
こ
に
は

ア
ス
カ
ニ
ウ
ス
に
始
ま
り
来
た
る
べ
き
夜
間
の
す
べ
て
の
族
と
、
戦

わ
れ
る
戦
闘
が
蝦
序
よ
く
描
き
出
さ
れ
た
1
1

楯
の
間
像
の
中
心
を
な
す
の
は

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
る
勝
利

ア
ク
テ
ィ
ウ
ム
の
海
戦
で
あ
る
。

5
3
0ハ
位
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己
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g∞
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mw
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去
お
門
け
め
ぐ
ん
仏

2
2

〆

』

1025H・mwrmWCの
町
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OHMm戸一戸吋
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一m
2
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3
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門
戸
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7FDO
〉

c
m
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片
戸
田
町
戸
問
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ロ

ω
F
M
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C
m
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問
)
円
。
。
}
片
山
の

MMgM弓

。
戸
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E
σ
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℃
巳

Oハ乍
HOU

日

)
o
g
t
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2
g
a
D
2
E
F

2
5∞
の
め

}
2
5
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乙
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m
O
2
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2
ゎ

巳

芯
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℃

o
g
F
2
5
2

Z
2お
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B
E阿
片

言

E
C
S
A
C
O
P℃
2
5い
円
ぐ
ぬ
門
江
の
め
∞

E
5
・

(hs-
∞・ミ凶
l
b

∞])

っ
楯
の
中
心
に
は
、
真
鍬
張
り
の
艦
隊
、
ア
ク
テ
ィ
ウ
ム
で
の
海
戦
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ウ
カ
i

テ
!
の
仰
は
、
整
え
ら

れ
た
戦
列
と
金
に
輝
く
波
に
一
一
出
燃
え
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
お
り
、
イ
タ
リ
ア
人
を
、
貴
族
人

民
と
と
も
に
戦
関
に
導
き
、
祖
国
の
守
り
神
た
ち
お
よ
び
偉
大
な
る
神
々
を
伴
っ
て
高
き
舶
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
こ
め
か
み
は
歓

喜
し
、
輝
き
を
二
倍
に
し
て
放
ち
、
父
の
星
が
そ
の
額
に
光
る
」
。
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こ
の
第
八
巻
で
の
エ
ク
ブ
ラ
シ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。
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「
ウ
ル
カ
ヌ
ス
の
楯

母
か
ら
の
贈
り
物
に
は
こ
の
よ
う
な
事
柄
が
描
か
れ
て
い
た
。

ア
エ
ネ
ア
ス
は
驚
き
の
自
で
見
つ
め
、

柄
の
意
味
は
判
ら
な
か
っ
た
が
そ
の
絵
柄
に
喜
び
、
肩
に
担
っ
た

子
孫
の
栄
誉
と
天
命
を
」
。

と
こ
ろ
で
『
ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

は
構
想
時
に
は
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
主
人
公
と
し
た
叙
事
詩

い
わ
ゆ
る
吋
ア
ワ
グ
ス
テ
イ

と
し
て
創
案
さ
れ
、

そ
れ
は
神
殿
に
も
比
せ
ら
れ
る
造
形
芸
術
的
な
も
の
と
し
て
イ
メ

i
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

可
農
耕
詩
』
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く
だ
り
か
ら
知
ら
れ
る
(
守
。

立
〈

E
E
5
2自
力
。
お
言
明
L
C
ヨ
門
目
。

5
2
5
2
0
℃。

5
3

日
)
円
。
古
宮
町

2
5
3
同
位
三
♂

3
m
g∞
己
主
出
。
己

σ
5
2
2件

ロ人口

HM2己
的
。
け
件
。

DmwHmHMUM-m凶
mw仲

mwu巳
同
町

mH1江
口
門
口
口

mwHFMUM凶∞-

5
2
0仏
5
2
5
~
の
2
2円

2
I
Z
B勺
Z
B
A
5
2
5
E
ゴ

(
C
S・
ぃ
・
己
!
日
小
)

「
緑
な
す
野
に
は
、
大
理
石
の
神
殿
を
建
て
よ
う
、
水
縁
に
。
ミ
ン
キ
ウ
ス
の
大
河
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
流
れ
で
蛇
行
し
、
岸
辺

を
柔
ら
か
な
葦
で
縁
取
っ
て
い
る
場
所
へ
。
そ
の
中
央
に
は
カ
エ
サ
ル
が
居
ま
し
て
、
神
殿
を
罵
る
の
だ
」
。

『
ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

が
、
元
来
極
め
て
建
築
学
的
に
構
築
さ
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
推
察
さ
れ
、

ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
エ
ク
ブ
ラ
シ
ス
の
技
法
が
、
い
わ
ば
句
ア
エ
ネ
イ
ス
ゐ
全
体
の
か
た
ど
り
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

ま
た
こ
の
作
中
し

る。
と
も
あ
れ
以
上
の
よ
う
に
、
第
六
巻
末
尾
で
「
象
牙
の
門
」
を
通
っ
て
地
上
へ
と
遣
わ
さ
れ
る
ア
エ
ネ
ア
ス
は
、

ト
ゥ
ル
ヌ
ス
と ヰ干ス』の
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の
決
観
と
い
う
ロ

i
マ
初
代
の
き
わ
め
て
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
世
界
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
二
巳

3
5
8
5
D
E
V
を
め
ぐ

る
間
い
に
お
い
て
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
了
解
し
て
お
き
た
い
。

玉

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
父
ア
ン
キ
セ
ス
が
子
ア
ヱ
ネ
ア
ス
を
冥
府
か
ら
地
上
に
送
り
出
す
「
象
牙
の
門
」
は
、

J
J
¥
F
D
2
4霊
」
が

J
与
の
位
。
}
広
告
天
に
向
け
て
L

之
と
3
5
ω
C
2
2
ω

偽
り
の
夢
」
を
遣
わ
す
た
め
の
も
の
、

と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
「
眠
り
の
門
し
の
背
景
に
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
次
の
笛
所
が
あ
る
。

({〔}ん巳

m
R
2
3ょ
巳
町
二
出
。
ロ
h
v
D
D
ロ

立

己

口

。
HM立
与
ロ

7
3
3
2
μ
m
n
q
r
O
5
2
2
2
2
c

。7
2
3
w
y
巳
円
己
σ
℃

7
2
丘一

円
D
D
7
2
3
σ
ロ

r
w
o
r
7
0
1
(一
Z
℃
1
2
0
c
。
一
。
℃
Y
P
2
0♂

7
0
ん
門
"
。
一
mw℃}戸村戸炉問
10HM汁
mFfmw
℃
mwwm凶}内門戸川凶
HM4門
戸
℃

ymw
円
。
口
付
。
∞
一

7
0
~
門戸内
W

円山

E
U内
向
山
∞
犬
山
口
}
内
OHm円
。
口
内
山
{
件
}MAV
巳
己
凶
一
て
門
知
一
Nmwv

7
0
F
t
O
3ょ
u

p

f
門
町
ユ
ロ
0
5
3
v
寸

H・0
円
。
ロ

7
0
4円

mwrσ
ロ
江
田
ん
円
山
小
汁
引
ユ
・
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「〈。へ

i
ネ
ロ
ベ

i
が
語
る
〉
、

う
つ
ろ
い
ゆ
く
夢
に
は
二
つ
の
門
が
あ
り

一
方
の
門
は
角
で
で
き
て
お
り
、

も
う
一
方
は
象
牙

で
で
き
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
切
り
出
さ
れ
た
象
牙
の
門
を
や
っ
て
く
る
夢
は
、
虚
し
い
言
葉
を
運
ん
で
人
を
欺
く
。

一
方
、
磨

か
れ
た
角
を
通
っ
て
出
て
く
る
夢
は
、
人
が
そ
れ
を
見
た
お
り
に
は
真
に
か
な
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
L
O

注
意
し
た
い
の
は
、
司
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
場
合
は
単
に
夢
が
出
て
く
る
門
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
『
ア
エ
ネ

イ
ス
』
で
は
ア
エ
ネ
ア
ス
自
身
が
こ
の
「
閉
じ

を
通
っ
て
地
上
に
浮
上
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
門
は

「
夢
」
(
な
い
し
「
限



り
」
)
そ
の
も
の
が
そ
と
を
通
っ
て
出
て
く
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
限
り
か
ら
覚
め
る
時
に
祝
線
が
通
っ
て
く
る
門
を
指
す

の
で
は
な
く
、
自
を
つ
む
っ
た
状
態
に
お
い
て
、
糊
絞
っ
て
く
る
夢
(
な
い
し
は
絞
り
)
が
通
る
門
が
諮
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
っ
眠
り
の
門
」
の
背
景
に
、
以
下
に
-
訳
出
す
る
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
断
片
一

一
六

(
O
の
斗
)
の
夢
理
解
が
あ
る
と

指
摘
さ
れ
る
と
と
か
ら
も
一
言
え
る
と
思
わ
れ
る
き
。

ピ
ン
ダ
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
夢
は
肉
体
が
眠
っ
て
い
る
と
き
に
さ
ま
ざ
ま
な
幻

影
を
一
が
す
と
さ
れ
る
。
こ
の
断
片
は
通
例
霊
魂
の
神
性
を
諮
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

内
在
的
に
現
れ
る
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

ま
た
夢
が
眠
り
の
あ
い
だ
す
な
わ
ち
身
体
に

「
す
べ
て
の
者
の
肉
体
に
は
、
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
死
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
し
か
し
生
の
像
(
日
霊
魂
)
は
死
す
こ
と
な
く
残

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
霊
魂
の
み
が
神
よ
り
来
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
霊
魂
は
、
肉
体
が
活
動
し
て
い
る
と
き
に
は
眠
っ
て
い

る
。
だ
が
肉
体
が
限
り
に
つ
く
と
、
霊
魂
は
さ
ま
ざ
ま
な
夢
の
中
で
、
楽
し
き
こ
と
つ
ら
き
こ
と
の
来
た
る
べ
き
さ
だ
め
を
示
す
の
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J

旬。

や
J
h
L

こ
の
よ
う
な
「
夢
の
内
在
性
」
お
よ
び
「
霊
魂
の
神
性
」
は
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
解
釈
に
も
適
用
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
富
山
口

2

を
霊
魂
的
な
存
在
と
考
え
る
と
、
ア
エ
ネ
ア
ス
は
第
六
巻
末
尾
で

4
伊
(
絞
り
)
の
門
L

を
通
っ
て
地
上
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず

地
下
の
玄

3
2
が
霊
魂
の
位
置
に
あ
っ
て
彼
を
地
上
へ
夢
と
し
て
遣
わ
す
と
い
う
構
図
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
か
ら
ア
干
ネ
ア

ス
は
冥
界
下
り
に
よ
っ
て
神
化
を
経
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
夢
が
身
体
を
限
定
的
世
界
と
し
て
そ
こ
に
内
在
的
に
現
れ
る
点
か

ら
、
ア
エ
ネ
ア
ス
が
第
七

i
十
二
巻
を
隈
定
的
世
界
(
初
期
ロ

i
マ
史
)
と
し
て
そ
こ
に
登
場
す
る
と
も
解
せ
よ
う
。
こ
こ
で
ア
エ
ネ

ア
ス
は
「
夢
」
な
い
し
「
眠
り
L

そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
第
六
巻
末
尾
で
そ

の
つ
夢
L

は
「
天
に
向
け
て
し
遣
わ
さ
れ
る
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
ア
エ
ネ
ア
ス
は
言
わ
ば
、
冥
府
の
あ
る
地
心
か
ら
天
へ



向
か
う
よ
う
な
方
向
で
ロ

i
マ
初
期
史
に
赴
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
『
ア
エ
ネ
イ
ス
L}

後
半
部
で
語
ら
れ
る
く
だ
り
は
、
内
容
的
に
第
六
巻
で
一
不
さ
れ
る
ロ
i

マ
の
将
来
史

と
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
。

で
あ
る
か
ら
、

第
六
巻
末
尾
で
ア
エ
ネ
ア
ス
が
っ
偽
り
の
夢
」
(
す
な
わ
ち
目
覚
め
の
後
の
世
界
に
は

夢
の
内
容
が
反
映
さ
れ
な
い
よ
う
な
夢
)
が
出
る
と
さ
れ
る
「
象
牙
の
門
」
を
通
っ
て
地
上
に
現
れ
る
の
は
、
ウ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
、

作
品
後
半
部
で
の
ロ

i
マ
初
期
史
の
展
開
を
、
明
確
に
限
定
さ
れ
た
世
界
と
し
て
設
定
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
た
め
だ
と
ひ
と
ま

ず
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
『
ア
エ
ネ
イ
ス
b

第
七

i
十
二
巻
に
お
け
る

ロ
ー
マ
初
期
史
の
限
定
的
性
格
は
、
あ
る
意
味
で
ま
ず
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
神
話
の
古
層
へ
の
遡
行
を
示
し
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い

は
彼
が
子
供
た
ち
だ
け
を
自
ら
の
世
界
の
理
解
者
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
な
ど
と
類
似
し
た
性
質
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
お

)
O

と
こ
ろ
で
い
ま
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
研
究
史
を
顧
み
て
み
る
と

そ
の
中
で

一
般
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
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極
め
て
画
期
的
な
足
跡
を
残
し
た
の
が
ピ
ギ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
担
。

い
て
L

と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ピ
ギ
は

「
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
聖
な
る
詩
に
つ

「
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、

生
き
た
啓
示
(
自
然
的
啓
示
)
の
息
吹
を
感

じ
取
り
、
神
の
聖
な
る
預
言
者
と
し
て
、
言
わ
ば
神
の
言
葉
と
化
し
た
。
こ
の
詩
人
は
、
神
的
な
意
図
の
解
釈
者
、
ま
た
ロ
!
マ
古

来
の
教
え
の
守
り
手
と
し
て
、
技
芸
の
熟
達
者
と
し
て
、
相
応
し
く
も
祭
司
ま
た
預
一
一
一
一
向
者
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
ヒ
3
0

こ
こ
か
ら
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
ピ
ギ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
と
も
に
ホ
ラ

テ
ィ
ウ
ス
を
キ
リ
ス
ト
到
来
以
前
の
自
然
的
啓
示
を
受
け
た
者
と
位
置
づ
け
て
お
り
、

一
九
五
七
年
以
降
の
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
研
究
史

を
著
し
た
ド
ブ
ル
ホ

i
フ
ァ

i
も
こ
の
点
を
特
記
し
て
い
る
(
お
)
。

ピ
ギ
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
の
予
言
者
で
あ
る
」
と
い
っ
た
評
価
に
対
し
て
、
明
確
な
そ
の
論
拠
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こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

eミ
2
の
内
実
に
関
し
て
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
注
釈
者
の
一
人
ワ
イ
ル
キ
ン
ス
は
、

そ
れ
が
「
リ
ノ
ス
、

オ

ル
フ
ェ
ウ
ス
、

ム
サ
イ
オ
ス
な
ど
の
神
話
的
詩
人
」

で
あ
る
と
し
て
い
る

2
1
こ
れ
ら
の
詩
人
の
名
は
、

例
え
ば
ア
リ
ス
ト
ア
ア

な
ど
に
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
群
れ
を
な
し
て
登
場
す
る
も
の
で
、

え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
と
き
、
興
味
深
い
解
釈
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば

い
わ
ば
格
言
化
し
た
も
の
と
も
言

ネ

ス

下

蛙
b

(

さい
C
i
b
)

ギ
リ
シ
ア
教
父
ア
レ
ク
サ
ン
、
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス

(
G
c
i
N
G
〉
・
り
・
)

は
、
こ
れ
ら
の
詩
人
の
名
を
引
き
つ
つ
、
古
典
ギ
リ
シ

ア
詩
人
た
ち
に
よ
る
詩
作
活
動
の
意
味
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
杢
聖
所
の
構
造
有
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
二
五

i
一ニ

O
章
)
に
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に

当
て
は
め
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
丞
)
O

「
〔
出
約
の
〕
預
言
者
た
ち
か
ら
神
学
を
学
び
と
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
た
ち
は
、
ほ
の
め
か
し
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
を
象
徴
的

で
あ
る
。
彼
ら
が
多
く
の
人
々
に
提
供
す
る
〈
詩
に
よ
る
霊
魂
の
導
き
〉
(
℃
O
芯
t
Z
3
3
7
m
m
c
m
F
S
と
は
、

ち
ょ
う
ど
(
至
聖
所
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に
表
現
し
た
。

そ
の
詩
人
た
ち
と
は
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
、

リ
ノ
ス
、

ム
サ
イ
オ
ス
、
ホ
メ
ロ
ス
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
、

そ
の
他
の
賢
人
た
ち

の
〕
垂
れ
幕

(
2
2℃
2
2
2
p
)
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
L

(

匂守・

p
p
N
4
u
日

i
N
)
。

こ
の
よ
う
に
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
詩
人
た
ち
の
言
葉
に
も
、
ち
ょ
う
ど
至
聖
所
の
中
心
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
の

ご
と
く
に
聖
性
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
霊
魂
を
導
く
」
働
き
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
先
に

引
い
た
よ
う
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
預
一
一
一
一
向
者
と
は
「
綴
れ
と
聖
な
る
も
の
と
を
分
か
つ
L

「
神
的
な
L

存
在
で
あ
っ
た
。

ペ〉

ま
り
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
思
い
浮
か
べ
る
〉
神
的
な
一
言
葉
を
遣
わ
す
預
言
者

S
E
L
と
、
ク
レ
メ
ン
ス
が
異
教
詩
人
た
ち
の
中
で
も

さ
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
教
の
至
聖
所
の
中
に
そ
の
一
一
一
一
回
葉
の
揚
を
有
し
う
る
と
考
え
る
よ
う
な
詩
人
た
ち
は
、

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
も
自
ら
を

d
R
E
と
自
認
し
て
い
た
。

ほ
ぽ
向
質
の
了
解
を
伴
っ
て

い
る
と
一
一
一
一
守
え
る
。



門
戸

C
O仏
3
3
σ

円
三
貯
の
広
三
件
貯
寸

5
5
ω
2
2
u

z
Z
F
H
H
H
F
F
1
m
H
5
3号
門

戸

〈

2
t
g
e
(
h
-
s，さ
-

H

・
H

・
ω
u
i
b
)

「
も
し
わ
た
し
が
け
ヅ
ュ
ラ
に
よ
る
預
一
一
一
一
向
者
た
ち
に
加
え

h

ら
れ
る
な
ら
ば
、

わ
た
し
は
頭
を
高
く
し
て
星
辰
を
打
つ
で
あ
ろ
う
L

門
戸

0
5
2
日
)
門
戸
口
三
日
)
広
三

-
E
C
B

(E円巴~占m口R何

ぐ

=ωgB
日司)。

Hロ号凶話伶門
2σ

自
σ
(の各り法y
。門。印
.
(
h
.
h
qさ・

4
・
ω
-
C
i
H
U
)

寸
都
市
の
女
王
た
る
ロ

i
マ
の
子
ら
は
、
預
言
者
た
ち
の
た
の
し
き
合
唱
隊
に
わ
た
し
を
加
え
る
を
よ
し
と
す
る
」

の
で
あ
る
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
が
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

ク
レ
メ
ン
ス
の
表
現
を
援
用
し
、

そ
れ
ら

e
a
E
の
言
葉
を
ユ
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こ
の
よ
う
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
、
が

e
ミ
2

と
自
認
し
、

そ
の

d
h
N円
内
向

の
言
葉
と
は
上
記
の
よ
う
な
神
的
な
偽
き
を
も
っ
た
も

ダ
ヤ
教
の
神
殿
主
謹
一
所
の
中
に
お
さ
め
る
と
す
れ
ば

そ
れ
ら
は
す
べ
て
至
聖
所
の
中
心
か
ら
垂
れ
幕
へ
の
方
向
性
を
も
っ
て
語
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
生
涯
の
最
後
に
、
自
ら
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
に
身
を
委
ね
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ウ
エ
ル
ギ

y
ウ
ス

『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の
言
葉
の
質
も
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
一
一
一
一
口
葉
の
質
と
同
じ
く
や
は
り
そ
の
位
置
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

理
解
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

ま
ず
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
教
父
神
学
に
は
、

い
わ
ば
コ
一
一
一
口
葉
の
質
」
を
め
ぐ
っ
て
通
底
す

る
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
句
ア
エ
ネ
イ
ス
ら
で
有
名
な
く
だ
り
は
や
は
り
上
述
の
第
六
巻
、
主
人
公
に
よ
る
「
冥
府
行
」
の
場
面
で
あ
る
と
言
え

ょ
う
が
、
こ
の
冥
府
を
め
ぐ
っ
て
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
理
解
に
は
注
目
す
べ
き
特
色
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
神
界
か
ら
火
を
盗
ん
だ
と
し



て
ゼ
ウ
ス
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
、
通
説
の
よ
う
に
コ

i
カ
サ
ス
山
上
で
は
な
く
、
彼
の
作
中
で
は
常
に
冥
界
に
置
か

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
(
旬
、
。
民
・
ミ

w
S
i
S》
内
リ
ミ
・
さ
-
N
V

己
wu吋
1
4
0
》
〔
リ
ミ
・
ミ

-
p
g
w
い4
1
い
か
)
。
と
く
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の

場
合
、
冥
府
の
中
で
ふ
つ
う
テ
ィ
テ
ュ
オ
ス
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
に
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
エ
ポ

i

デ
ィ
!
』
第
一
七
歌
に
お
い
て
、
通
常
冥
府
で
三
つ
組
を
な
す
テ
ィ
テ
ュ
オ
ス
、
タ
ン
ク
ロ
ス
、
シ
シ
ュ
ポ
ス
の
代
わ
り
に
タ
ン
タ

シ
シ
ュ
ポ
ス
が
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
ア
ィ
テ
ュ
オ
ス
は
ア
ポ
ロ
と
ヂ
ィ
ア
ナ
の

ロ
ス
、
。
フ
ロ
メ
テ
ウ
'
ス
、

母
ラ
ト
ナ
に
対
す
る
邪
念
か
ら
こ
の
場
所
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
ア
ポ
ロ
に
対
し
て
特
に
詩
的
霊

感
を
祈
念
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と

(
?
m
-
。
ミ
さ
さ
い
4
R
E
N
S
-
F
5
y
z。・

2
・
)
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
テ
ィ
テ
ュ
オ
ス
の
位

置
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
に
対
し
、
ラ
ト
ナ
へ
の
嬢
罪
者
と
し
て
の
役
割
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ

る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
も
ち
ろ
ん
神
界
と
人
間
界
の
仲
介
者
で
も
あ
り
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
嬢
罪
者
日
仲
介
者
が
地
底
に

あ
っ
て
そ
の
媛
罪
行
為
を
遂
行
す
る
と
い
う
構
図
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ノ ¥

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
ら
の
詩
の
理
解
者
と
し
て
た
だ
ロ

i
マ
の
子
供
た
ち
を
信
頼
し
て
お
り
、
同
時
に
詩

の
教
育
的
効
用
を
信
じ
て
、
自
ら
の
詩
句
が
ロ

i
マ
の
子
供
た
ち
の
成
長
と
と
も
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い

た
。
そ
の
自
ら
の
言
葉
は

eぬ
き
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
聖
域
は
、
さ
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
教
の
至
聖
一
助
の
構
造
に
も
似
た
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
ホ
ラ
テ
イ
ウ
ス
が
吋
歌
章
n
h

第
三
巻
第
一
一
散
で
自
ら
を
「
ム

i
サ
イ
の
神
宮

L
d
p
S
E
E
Z
2ぇ
。
ぺ

と
自
認

し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
詩
作
活
動
が
宗
教
的
な
要
求
を
も
満
た
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
意
図
の
現
れ
で
あ
っ
た
と
言
え

ょ
う
。

そ
し
て
こ
の
詩
な
ど
に
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
が
、
彼
は
「
自
ら
の
詩
の
崇
高
さ
L

が
愚
衆
に
は
理
解
し
え
な
い
も
の
で
あ



る
と
い
う
超
越
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
超
越
的
態
度
は
例
え
ば
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
次
の
よ
う
な
発
言
と
も
共
通

し
よ
う
。
寸
前
一
一
五
る
揮
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
、
大
衆
か
ら
は
隠
さ
れ
閉
ざ
さ
れ
た
思
惟
界
の
こ
と
ど
も
を
告

げ
る
も
の
と
言
え
る
L

(
匂
門
戸

F
A
Y
a
w
u
)
。

ま
た
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
聖
域
が
、

彼
の
内
部
に
深
く
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
(
お
)
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
ギ

y
シ
ア
教
父
に
よ
る
神
学
を
よ
り
明
確
な
形
で
参
照
す
る
た
め
に
、
ギ

y
シ
ア
教
父
神
学
を
集
大
成
し
た
と
い
う
評
価

を
受
け
る
ダ
マ
ス
コ
ス
の
ヨ
ア
ン
ネ
ス

(
S
o
l
J
1
8
〉

-
D・
)
を
顧
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
ピ
ザ
ン
ツ
時
代
を

代
表
す
る
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
一
人
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
神
学
史
の
豊
か
な
伝
統
を
総
括
し
て
西
方
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た

東
西
両
教
会
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た
聖
人
で
あ
る
(
刀

)
O

本
稿
で
は
彼
の
主
著
『
正
統
信
仰
論
弘
同
日
司
、

S
E
C
Eええ

ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
著
作
は
、
彼
自
身
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い

人
と
し
て
、

た
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
中
海
学
研
究
に
欠
か
せ
な
い
資
料
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
中
か
ら
、
聖
体
祭
儀
に
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か
ら
い
く
つ
か
の
部
分
を
訳
出
す
る
こ
と
に
す
る
が

関
す
る
記
述
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
(
号
。

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
誕
生
は
、

水
と
霊
つ
ま
り
聖
な
る
洗
礼
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
が
、

わ
れ
わ
れ
の
食
物
は
か
の
生
命
の

ハ
ン
そ
の
も
の

わ
れ
わ
れ
の

天
か
ら
降
っ
た
イ
エ
ス
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
の
渡
さ
れ
る
夜
、

イ
エ
ス
ス
は

わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
み
ず
か
ら
進
ん
で
死
を
引
受
け
、
自
ら
の
聖
な
る
弟
子
、
使
徒
た
ち
に
、
ま
た
彼
ら
を
通
し
て
自
ら
に
信
を
置

く
す
べ
て
の
人
々
に
新
し
い
契
約
を
授
け
た
。

つ
ま
り
イ
エ
ス
ス
は
、
聖
な
る
誉
れ
高
き
シ
オ
ン
の
高
間
で
、
出
い
過
ぎ
越
し
の
食

事
を
弟
子
た
ち
と
と
も
に
し
、

あ
る
。

そ
し
て
パ
ン
を
割
き
、
彼
ら
に
与
え
て
こ
う
語
っ
た
。
〈
取
っ
て
食
べ
な
さ
い
。

旧
い
契
約
を
満
た
し
た
あ
と
で
、
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
い
、
聖
な
る
洗
礼
の
し
る
し
を
与
え
た
の
で

こ
れ
は
あ
な
た
が
た
の
た
め
、

罪
の
許
し

の
た
め
に
割
か
れ
る
わ
た
し
の
体
で
あ
る
〉
。

さ
ら
に
イ
エ
ス
ス
は
同
じ
よ
う
に
、

ぶ
ど
う
酒
と
水
の
入
っ
た
杯
を
取
り
、
彼
ら
に



与
え
て
こ
う
語
っ
た
。
〈
す
べ
て
の
者
は
こ
こ
か
ら
取
っ
て
飲
み
な
さ
い
。

こ
れ
は
わ
た
し
の
血
、

あ
な
た
が
た
の
た
め

罪
の
許

し
の
た
め
に
注
が
れ
る
新
し
い
契
約
の
血
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
た
し
の
記
念
と
し
て
行
い
な
さ
い
。
あ
な
た
が
た
は
こ
の
パ
ン
を
食

し

こ
の
杯
を
飲
む
た
び
に
、

人
の
子
が
や
っ
て
来
る
ま
で
、

そ
の
死
を
告
げ
、

そ
の
復
活
を
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
〉
L

(

∞
少
会
l

山
内
}
)
。こ

こ
で
「
旧
い
過
ぎ
越
し
L

(

勺
知
的
与
お
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旧
約
に
お
け
る
過
ぎ
越

し
と
は
、
も
ち
ろ
ん
モ
!
セ
の
指
揮
の
も
と
に
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
が
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
、

か
の
地
に
お
け
る
隷
属
状
態
を
脱
し

て
、
シ
ナ
イ
山
に
お
い
て
モ

i
セ
を
通
し
て
神
か
ら
の
旋
(
十
戒
)
を
授
か
っ
た
歴
史
的
出
来
事
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
際

に
授
か
っ
た
誌
と
は
「
火
の
形
を
と
っ
て
顕
現
し
た
神
L

が
直
接
に
文
字
を
石
の
板
に
刻
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
(
え
-
J出
エ
ジ
プ

ト
記
弘
二
四
・

一七、

三
四
・
四
な
ど
)
、

こ
の
板
が
至
霊
所
の
内
陣
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
律
法
板
を
収
め
る
聖
所
は
、
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そ
の
中
央
に
神
性
(
火
)
を
い
た
だ
く
構
造
物
だ
と
言
え
る
。

新
約
の
時
代
に
お
い
て
、

イ
エ
ス
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
あ
る
意
味
で
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
を
切
り
開
い
た
と
も
言
え
よ
う
が
、
ま

た
別
の
意
味
に
お
い
て
彼
は
旧
約
を

J
沌
成
し
た
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
ヨ
ア
ン
ネ
ス
の
言
葉
に
開
こ
う
。

「
キ
リ
ス
ト
は
火
で
洗
礼
を
授
け
る
と
一
一
一
一
向
わ
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
彼
は
火
の
舌
の
形
の
う
ち
に
聖
な
る
使
徒
た
ち
に
霊
の
恵

み
を
注
い
だ
か
ら
で
あ
る
(
吋
使
徒
行
録
』
ニ
・
一

i
四
)
。
こ
れ
は
か
の
主
自
身
が
語
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
〈
ヨ
ハ
ネ
は
水
で
洗

あ
な
た
が
た
は
聖
霊
と
火
に
お
い
て
遠
か
ら
ず
洗
礼
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
〉
と
有
使
徒
行
録
』

礼
を
授
け
た
が
、

∞N
i
∞か)。

一
・
五
)
」
(
∞
ド

旧
約
の
時
代
に
も
神
性
は
火
の
形
を
と
っ
て
顕
現
し
た
が

こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
も
「
火
で
洗
礼
を
授
け
る
」

と
一
一
一
一
同
わ
れ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
契
約
す
な
わ
ち
上
に
訳
出
し
た
聖
体
祭
儀
の
制
定
に
お
い
て
も
、
火
の
働
き
が
大
き
く
関
与
す
る
と
思
わ
れ



る
。
す
で
に
可
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
で
も
、
「
至
聖
一
一
助
の
幕
」

(
3
5
1
E
Z勺
2
2
5
ω
)
が
キ
リ
ス
ト
の
「
肉
」
と
間
一
視
さ
れ

て
お
り
ご

0
・ニ

O
)、
キ

y
ス
ト
の
肉
つ
ま
り
聖
体
祭
儀
に
お
け
る
パ
ン
に
与
る
こ
と
が
、
火
を
内
蔵
し
た
至
聖
一
助
を
内
在
さ
せ

る
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
っ
火
」
の
神
性
を
う
ち
に
秘
め
た
イ
エ
ス
ス
が
、
弟
子
た
ち
に
「
新
し
い
契
約
」
と
し
て
、
自
ら
の
体
を
パ
ン
に
託

し
て
与
え
た
行
為
は
、
パ
ン
が
天
地
に
働
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
実
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宇
宙
に
働
く
「
ロ
ゴ
ス
L

の
受
肉
体
で
あ
る

イ
エ
ス
ス
が
、
自
ら
を
弟
子
た
ち
に
与
え
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
界
の
ロ
ゴ
ス
を
体
現
す
る
共
同
体
と
し
て
弟
子
た
ち
を
世

に
遣
わ
し
、
世
に
対
す
る
変
容
の
初
穂
と
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
(
却

)
O

こ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
ス
の
活
動
が
、
使
徒
た
ち
の
働
き
を
通
し
て

ユ
ダ
ヤ
教
世
界
す
な
わ
ち
モ

i
セ
の
律
法
を
遵
守
す
る
世
界

と
激
し
く
対
立
し
つ
つ
も
徐
々
に
ロ
!
マ
世
界
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
概
し
て
そ
の
活
動
は
、
律
法
主
義
と
い
う
か
た
ち
で
律
法
を
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言
わ
ば
「
外
在
」
さ
せ
つ
や
つ
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
、
律
法
の
完
結
体
・
内
在
体
で
あ
る
イ
エ
ス
ス
の
体
そ
の
も
の
を
パ
ン
の
形

で
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
た
ち
が
自
ら
の
体
内
に
律
法
を
内
在
さ
せ
、
律
法
を
超
越
・
凌
駕
し
て
い
こ
う
と
す
る
運
動
で

あ
っ
た
と
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
律
法
が
自
然
法
的
な
捻
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
界
の
ロ
ゴ
ス
に
適
う
も
の
で
あ
り
、

の
ロ
ゴ
ス
を
体
内
に
内
在
さ
せ
る
な
ら
ば
、
律
法
に
絶
え
ず
縛
ら
れ
つ
つ
生
活
す
る
必
要
は
な
く
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ

ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
ま
た
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
っ
て
い
る
。

「
熱
き
望
み
を
も
っ
て
〔
聖
体
の
秘
跡
に
〕
近
づ
こ
う
。
手
を
十
字
架
の
形
に
整
え
て
、
十
字
架
に
懸
か
っ
た
方
の
体
を
う
け
よ

う
。
自
と
唇
と
額
に
神
の
炭
火
を
授
か
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
望
み
の
火
が
炭
火
の
炎
を
受
け
、

わ
れ
わ
れ
の
罪
を
焼
き

尽
く
し
、

わ
れ
わ
れ
の
心
を
照
ら
し
、
神
的
な
火
へ
の
与
り
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
燃
や
さ
れ
、
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
。
か
の
イ
ザ
ヤ
は
炭
火
を
自
に
し
た
の
だ
(
吋
イ
ザ
ヤ
』
六
・
六
)
」
(
∞
少
ロ
ナ
ロ
C
)
。



こ
こ
で
背
景
に
震
か
れ
て
い
る
句
イ
ザ
ヤ
書
与
の
箇
所
と
は
「
セ
ラ
フ
ィ
ム
の
ひ
と
り
が
、

わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
遣
わ
さ
れ
て
来

て
、
そ
の
手
に
は
祭
壇
か
ら
火
鉄
で
取
っ
た
炭
火
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
わ
た
し
の
口
に
火
を
触
れ
さ
せ
て
一
一
一
一
口
っ
た
。
〈
見
よ
、

ラ師

、ー

れ
が
あ
な
た
の
唇
に
触
れ
て
、

あ
な
た
の
答
を
取
り
去
り
、

あ
な
た
の
罪
を
赦
し
た
ど
(
句
イ
ザ
ヤ
与
六
・
七
、
「
凶
×
)
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

旧
約
聖
書
の
中
で
預
言
の
言
葉
が
「
火
」
と
密
接
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
箇
所
と
し
て
は
、

他
に
口

u

エ
レ
ミ
ヤ
書
』

の
「
主
の
言
葉
は
、

わ
た
し
の
骨
の
中
で
ま
る
で
燃
え
さ
か
る
火
の
よ
う
に
炎
を
上
げ
、

わ
冗
し
は
四
方
か
ら
そ
の
火
に
取
り
阻
ま

れ
で
、
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

L
q
エ
レ
ミ
ヤ
』
ニ

0
・
九
、
「
凶
×
)
な
ど
が
引
か
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
聖
体
祭
儀
は
至
聖
な
る
「
火
」
を
継
承
し
、
御
言
葉
で
あ
る
イ
エ
ス
ス
を
担
う
共
間
体
を
産
み
だ
す
べ
く
そ
の

成
員
を
焼
き
尽
く
す
と
言
え
る
。
ヨ
ア
ン
ネ
ス
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
ご
」
の
聖
一
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
清
め
ら
れ
、
主
の
体
、

そ
う
で
あ
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
秘
跡
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
結
ば
れ
て

キ
リ
ス
ト
の
体
と
な
る
の
で
あ
る
」
(
∞
少
広
ヤ
キ
)
。
ご
」
の
秘
跡
が
コ
イ
ノ

i
ニ
ア
と
言
わ
れ
ま
た
真
に

(ぎ
5
0
5
5
)、
そ
の
体
と
神
性
に
与
る
か
ら
で
あ
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主
の
霊
と
一
つ
に
な
り
、

り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
相
互
に
も
結
ぼ
れ
て
一
体
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
パ
ン
か
ら
取
っ
て
食
す
か

ら
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
皆
が
キ
リ
ス
ト
の
一
つ
の
体
、

一
つ
の
血
と
な
り
、
互
い
が
キ
リ
ス
ト
の
向
じ
体
の
手
足
と
な
る
か
ら
で
あ

る
」
(
∞
A
Y
H
A
r
m
w
i
H
J
V
N
)

。

ギ
リ
シ
ア
語
教
会
文
献
に
依
拠
す
る
神
学
で
は
、
聖
書
と
い
う
言
葉
伝
承
す
な
わ
ち
「
御
言
葉
」
も
、
上
記
の
よ
う
な
教
会
の
初

期
共
同
体
の
交
わ
ヲ
の
な
か
で
徐
々
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
だ
と
考
え
る
(
担
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
聖
体
祭
儀
を
“
認
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
も
聖
書
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
ま
で
浄
め
、
聖
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
。
実
際
、
伝
統

的
神
学
が
聖
書
と
翠
伝
に
向
レ
ベ
ル
の
価
値
を
置
く
の
は
、
聖
体
祭
儀
に
お
け
る
絶
対
的
聖
性
へ
の
確
信
に
基
づ
く
姿
勢
だ
と
言
え

る
。
こ
の
よ
う
に
聖
体
祭
儀
は
、
聖
書
を
第
二
の
位
に
疑
め
る
も
の
で
は
な
く
、
御
言
葉
・
聖
書
に
宿
り
そ
の
著
者
で
あ
る
聖
霊
に



対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
一
一
言
葉
を
担
う
共
同
同
体
の
一
員
と
し
て
要
請
さ
れ
る
聖
性
に
適
う
も
の
と
な
る
た
め
に
、
絶
え
ず
更
新
さ

れ
続
け
ら
れ
る
べ
き
シ
ス
テ
ム
な
の
で
あ
る
。

七

で
は
、
司
ア
エ
ネ
イ
ス
nu

に
一
民
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、

「
象
牙
の
門
」

を
通
っ
て
地
上
に
遣
わ
さ
れ
る
ア
エ

ネ
ア
ス
は
、
言
わ
ば
地
心
か
ら
天
に
向
か
う
方
向
性
を
も
ち

(ω
仏

2
0
E
S
)、
し
か
も
遣
わ
さ
れ
る
先
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
初
期

ロ
ー
マ
史
で
あ
っ
た
。

ま
た
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
論
と
ク
レ
メ
ン
ス
の
神
学
を
応
用
す
る
な
ら
ば
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
と
同
様

『
ア
エ
ネ
イ
ス
ら
の
言
葉
の
質
も
、

言
わ
ば
地
心
か
ら
天
に
向
か
う
至
聖
所
の
垂
れ
幕
の
役
割
を
持
っ
て
い
た
。

さ
て
『
ア
エ
ネ
イ

ス
』
第
八
巻
の
楯
を
作
る
の
は
一
一
言
う
ま
で
も
な
く
火
神
ワ
ル
カ
ヌ
ス
で
あ
り
、

ア
エ
ネ
ア
ス
は
自
ら
の
自
を
通
し
て
ロ

i
マ
史
の
展
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開
を
追
っ
て
ゆ
く

(hs-
∞
・
お
ω
1
芯∞)。

そ
の
背
後
に
は
創
り
主
火
神
の
指
が
あ
る
。

い
ま
あ
ら
た
め
て
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
生
涯
最
後
の
匂
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
上
で
、
こ
の
口

υ

歌
章
弘
第

四
巻
第
十
五
歌
末
尾
の
:
円

5
3
3
A
5
2
〉

2
E∞
3

2
巳
5
8
¥
}
)円。
m
g
F
O
H
H
H
〈

3
2
2
u
は
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の
第
一
、

八
巻
を
指
示
し
、
そ
れ
故
に
ア
エ
ネ
ア
ス
/
ロ

i
マ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
が
こ
こ
で
一
挙
に
展
開
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見

六
、
解
を
提
示
し
て
お
い
た
。
『
ア
エ
ネ
イ
ス
弘
第
八
巻
が
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
全
体
の
集
約
部
で
あ
る
と
い
う
点
を
前
提
に
す
る
と
、

そ
の
第
八
巻
ま
で
を
辿
っ
て
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
冒
頭
か
ら
歌
お
う
、
と
呼
び
か
け
る
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
言
わ
ば
火
神
ワ
ル
カ
ヌ

子
供
た
ち
の
成
長
に
患
い
を
馳
せ
つ
つ
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
歌
お
う
、
と
呼
び
か
け

ス
に
も
似
た
境
地
で
ロ
i

マ
史
を
見
晴
ら
し
、

て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ギ
リ
シ
ア
語
教
会
文
献
の
神
学
で
は
、

歪
聖
所
の
中
心
に
は
火
の
形
を
と
っ
て
顕
現
し
た
神
の
現
存
が
動
か
し
が
た
く
あ
っ
た
。



そ
の
至
聖
所
の
「
垂
れ
幕
」
に
キ
リ
ス
ト
の
肉
、
す
な
わ
ち
彼
が
弟
子
た
ち
に
与
え
た
パ
ン
を
配
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
パ
ン

H
御
言

葉
を
通
じ
て
拡
が
っ
て
ゆ
く
キ
リ
ス
ト
の
共
同
体
の
展
開
は
、

ち
ょ
う
ど
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
句
が
子
供
た
ち
の
成
長
と
と
も
に
、

ま
た
『
ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

が
そ
こ
に
-
記
さ
れ
た
歴
史
の
展
開
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
ロ

i
マ
に
広
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
と
非
常
に
よ
く
似
た

構
図
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、

ク
レ
メ
ン
ス
は
至
聖
所
の
中
心
を
、

あ
る
意
味
で
地
心
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
(
匂
守
・

u
-
u
・
2
・
H
i
い)。

そ
の
ク
レ

メ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
聖
な
る
権
は
思
惟
界
す
な
わ
ち
人
間
の
内
面
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
至
聖
所
の
垂
れ
幕
の
持
つ
意

味
は
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
内
面
に
有
し
た
ム

i
サ
イ
の
神
域
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
詩
人
に

お
い
て
、
地
心
は
神
か
ら
火
を
盗
ん
だ
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
、
が
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
ら
の
う
ち
に
、
さ

育
に
心
を
砕
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

な
が
ら
脇
腹
を
大
鷲
に
つ
い
ば
ま
れ
つ
守
つ
け
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
像
を
内
包
し
つ
つ
、
詩
作
活
動
に
よ
る
ロ

i
マ
の
子
供
た
ち
の
教

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
嬢
罪
行
為
に
心
を
砕
い
て
い
た
こ
と
と
も
合
致
し
よ
う
(
さ
。

こ
れ
は
、
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プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
一
一
一
日
う
ま
で
も
な
く
火
を
天
界
か
ら
盗
ん
だ
張
本
人
で
あ
る
。
す
る
と
、
火
を
人
間
界
に
も
た
ら
し
た
た
め
に
懲
罰

を
受
け
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
像
を
内
心
に
抱
き
つ
つ
詩
作
に
励
む
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
と
、
新
し
い
共
同
体
を
絶
え
ず
火
で
浄
め
な
が
ら
そ

の
広
が
り
を
見
守
る
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
姿
は
合
致
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
『
ア
エ
ネ
イ
ス
ゐ
第
八
巻
で
の
楯
作
り
の
場
面
を
考
え
る
と
、

そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
ロ
ム
ル
ス
と
レ
ム
ス
に
始
ま
り
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
に
至
る
ロ

i
マ
の
長
い
歴
史
で
あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
、

か
つ
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の
中
で
巻
頭
か
ら
第
八
巻
ま
で
に
描

か
れ
る
ト
ロ
イ
ア
か
ら
カ
ル
タ
ゴ
へ
の
流
浪
、

ア
ワ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
ま
で
至
る
ロ

i
マ
の
歴
史
等
々
を
思
い
合
わ
せ
つ
つ
、

し

か
も
mu

ア
エ
ネ
イ
ス
』
冒
頭
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
言
葉
を
複
数
形
で
一

肉
体
の
言
葉
と
し
な
が
ら
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
言
わ
ば
火
神
ワ
ル
カ
ヌ
ス
の
よ
う
に
、

い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
ア
エ
ネ
イ
ス
も
を
ロ

i
マ
共

ロ
ー
マ
史
を
一
瞬
の
う
ち
に
昇
華
さ
せ
つ
つ



間
以
ア
エ
ネ
イ
ス
ム
~
の
冒
頭
に
立
ち
戻
っ
て
そ
の
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、

北〈

肉
体
を
一
瞬
の
う
ち
に
火
で
霊
化
し
、
か
つ
新
た
な
生
命
あ
ふ
れ
る
刷
新
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
付
与
す
る
典
礼
行
為
に
も
似
た
地
平
に

あ
る
一
言
語
行
為
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ノ¥

以
上
の
よ
う
に
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
を
介
し
た
『
ア
エ
ネ
イ
ス
も

の
解
釈
に
よ
り

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
な
ら
っ
て

口
u

ア
エ
ネ
イ
ス
n
b

を
共
同
体
と
し
て
歌
う
と
き
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
に
沿
っ
た
形
で
『
ア
エ
ネ
イ
ス
与
す
な
わ
ち
ロ
!
マ
史
が
一
挙
に
展
開
さ

れ
、
聖
域
を
内
在
さ
せ
た
共
同
体
が
現
存
す
る
と
向
時
に
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
ま
で
の
ロ

i
マ
史
の
先
に
到
来
す
る
真
理
の
現
存
が

先
に
ギ
リ
シ
ア
語
教
会
文
献
を
引
用
し
た
箇
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
壁
一
体
祭
儀
は
「
御
一
一
一
一
口
薬
」
で
あ
る
聖
書
に
対
し
て
ま
た
キ
リ
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可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ス
ト
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
も
そ
の
聖
性
に
適
う
も
の
と
な
る
た
め
に
必
要
な
典
礼
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
は
御
言
葉
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
を
「
待
つ
へ

す
な
わ
ち
御
言
葉
の
到
来
を
受
け
入
れ
そ
れ
に
仕
え
る
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
「
待
つ
」
姿
勢
は
、
旧
新

約
聖
書
に
の
っ
と
っ
た
神
学
的
な
典
礼
行
為
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
具
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
か
ら
、
ラ
テ
ン
語
ラ
テ

ン
文
学
研
究
の
場
に
あ
っ
て
も
ま
っ
た
く
同
様
の
地
平
が
披
か
れ
う
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
『
ア
エ
ネ
イ
ス
nu

は
す
で
に
つ
作
品
」

と
し
て
あ
り
、
「
言
葉
」
と
し
て
既
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
後
継
者
た
る
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
造
形
芸
術
的
な
作
品
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
』

そ
の
「
一
一
一
一
口
葉
」
に
対
峠
し
た
と
き
、

の
背
後
に
働
く
「
火
」
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
認
め

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
共
同
体
と
し
て
担
う
こ
と
に
よ
っ
て

先
行
す
る

「
一
言
葉
L

を
活
か
し
か
っ
永
遠
な
る
も
の
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
呼
び
か
け
に
従
う
限
り
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』

は
、
氷
由
連
で
あ



り
、
同
時
に
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
も
永
遠
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
ら
が
神
話
的
表
徴
を
用
い
て
表
現
し
え
た
限
り
で
の
ぷ
主
性
L

の
表
現
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
霊
的
で
あ
る
と
同
時
に
、

ロ
ー
マ
史
の
詩
的
表
現
で
あ
る
吋
ア
エ
ネ
イ
ス
』
に
の
っ
と
っ
た
歴
史

そ
の
霊
性
と
学
知
を
わ
れ
わ
れ
も
持
続
し
て
ゆ
く
と
き
、
古
典
古
代
の
言
語
と
文

的
な
時
間
展
開
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

(30

化
の
研
究
が
、
そ
れ
に
適
う
霊
的
知
的
地
平
に
お
い
て
持
続
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

重
体
祭
儀
が
「
霊
L

を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
先
に
来
る
つ
一
一
一
一
口
葉
L

の
現
存
を
可
能
に
す
る
の
と
は
あ
る
点
で
類
似
し
ま
た
違

そ
の
歴
史
の
先
に
到
来
し
た
真
理

っ
た
意
味
で
、

ラ
テ
ン
文
学
の
演
習
に
あ
っ
て
は
、

寸
歴
史
」
を
一
挙
に
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
現
存
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
文
学
を
霊
化
す
る
存
在
が
古
典
古
代
世
界
に
内
在
的
に
見
い
だ
さ
れ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
ら
の
呼
び
か
け
に
終
始
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
や
は
り
真
理
の
現
存
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
古
典

古
代
言
語
文
化
研
究
の
目
標
は
、
神
学
の
究
極
の
呂
標
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
再
来
と
い
う
希
望
と
、
こ
の
地
平
に
お
い
て
一
致
す
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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、王
(
1
)

本
稿
は
、
そ
の
論
旨
に
関
し
て
毛
号

o
F
云
5
0
2
0
2
p
p
o
g
N
5
0
ぐ
玉
三
一
5
i
c
D
吉
三
N
E
S
き
3
5・℃
Z
Z
N
5コ。

号
弓
尚
三
E
h
ハ
古
戸
田

)
F
E
S
E
-丘
町
戸
匂
三
円
。
-
。
告
の
。
|
咽
(
司
教
養
学
科
紀
要
n
b

第
二
七
号
に
掲
載
予
定
、
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
編
、

一
九
九
五
年
三
月
刊
)
と
部
分
的
に
重
複
す
る
。
ま
た
本
稿
の
基
に
な
っ
た
の
は
『
エ
ポ
ス
n
b

誌
に
掲
載
し
た
っ

E
S
5∞
0
5
2
白"(〈四円
I

m
-
-
7
5
b
s
g
p
∞
ま
)
を
め
ぐ
る
一
考
察
i

『
牧
歌
』
第
四
歌
と
の
関
連
で

i
L
(吋
エ
ポ
ス
b

第
一
四
号
、
西
i
一
五
頁
、
木
魂
社
、
一

九
九
三
年
)
お
よ
び
つ
g
D
O
V
(
ぐ
2
m
v
t
c∞u
h
s
g
w
f
H
)
か
ら

J
E巾
5
5
u
(出
2
2
5
p
。
号
ミ
3
p
k
f
H
U
W
己
)
へ
」
(
句
エ
ポ
ス
』

第
一
五
号
、
四
八

t
五
七
頁
、
木
魂
社
、
一
九
九
四
年
)
で
あ
る
。

(
2
)

寸
ア
レ
ク
サ
ン
、
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
お
け
る
古
典
学
の
変
容
iqυ
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
ゐ
の
解
釈
に
向
け
て
i
(
司
教
養
学
科
紀
要
』
第

ニ
六
号
、
一

l
二
四
頁
、
東
京
大
学
教
養
学
部
教
養
学
科
編
、
一
九
九
四
年
)
、
お
よ
び
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
に
よ
る
ホ
メ



ロ
ス
理
解
の
変
容
i
q
u
イ
ジ
ア
ス
nu

の
解
釈
に
向
け
て

1
」
(
吋
外
国
語
科
研
究
紀
要
/
古
典
語
教
室
論
文
集
』
第
四
一
巻
第
六
号
、

一
一
良
、
東
京
大
学
教
養
学
部
外
国
語
科
編
、
一
九
九
四
年
)
。

(
3
)

句
パ
ト
リ
ス
テ
ィ
カ

i
教
父
研
究
i
b
創
刊
号
(
教
父
研
究
会
編
、
新
世
社
、
一
九
九
四
年
)
に
所
収
の
問
第
六
七
回
研
究
会
の
討
論
部
、

一
三
六
頁
を
参
照
。

(
4
)

ウ
エ
ル
、
ギ

y
ウ
ス
の
作
品
に
関
す
る
西
欧
中
世
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
小
川
正
広
司
ワ
エ
ル
ギ
リ
ウ
ス

研
究
t
e
p
-
-

ロ
j

マ
詩
人
の
創
造
i
i
h
(
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
四
年
)
、
六
頁
を
参
照
。

(
5
)

谷
隆
一
郎
コ
信
と
知
の
探
究
L

そ
の
一
(
匂
エ
イ
コ

i
ン』

i
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
i
、
新
世
社
刊
、
第
四
号
二
六

i
四
三
頁
、
一
九
九

O
年
て
そ
の
こ
(
間
第
六
号
二

i
ニ
O
頁
、
一
九
九
一
年
)
を
参
照
。

(
6
)

今
道
友
信
『
西
洋
哲
学
史
n

b

(

講
談
社
、
一
九
八
七
年
)
、
三
三
回

i
一
ニ
三
七
頁
。

(
7
)

稲
垣
良
典
『
ト
マ
ス
u
ア
ク
イ
ナ
ス
ら
(
清
水
害
院
、
一
九
九
二
年
)
、
二
ニ
五
頁
。
な
お
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
哲
学
全
般
に
関
し
て
は
同

吋
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
哲
学
の
研
究
』
(
創
文
社
、
一
九
七

O
年
)
、
お
よ
び
宮
本
久
雄

3
布
教
言
語
の
可
能
性
何
回
(
勤
草
書
房
、
一
九
九
二

年
)
、
一
八
ニ
ー
=
こ

O
頁
を
参
照
。

(
8
)
1
H
a
}
5
5
2
〉門
}FNE出
∞

v

匂・吋
-uH-r
∞団山門日

M
U
M
・
M
M
E門日]・

(
9
)

邦
訳
は
『
雅
歌
講
話
』
(
大
森
、
宮
本
、
谷
、
篠
崎
、
秋
山
共
訳
、
新
世
社
、
一
九
九
一
年
)
、
お
よ
び
三
」
j

セ
の
生
涯
』
(
谷
隆
一
郎
-
訳
、

教
文
館
、
一
九
九
二
年
)
。

(
刊
)
中
山
恒
夫
句
詩
人
ホ
ラ
!
テ
ィ
ウ
ス
と
ロ

i
マ
の
民
衆
』
(
内
田
老
鶴
圏
新
社
、
一
九
七
六
年
)
、
二
九
五

t
二
九
八
頁
を
参
照
。

(日

)
Z
-
u
s
Z
2
5
P
U
5
z
z
z
o
号
仏
2
z
o
g
N
u
むいて
3
3
・
2
w
H
C
M
∞
憎
い
き
ー
ロ
凶
H
H
S、
a
m
g
司
ミ
ミ
咽
ロ
号
ヨ
え
え
昨
日
。
∞
ouuN∞1
U
4

∞・

(
泣
)
の
・
出
2
5
3
U
E
句
、
b.h
刊
誌
込
町
出
品
h

民
。

5
3
C宮
耳
石
3
3
8
w
H
芯
i
f
玄
・
の
・
〕
同
)
E
5
5
u
h「
色
町
民
向
。
¥
阿
古
ミ
た
い
よ
ロ
y
m
g
¥
「
。
コ
ー

円

H
O
D
S
∞少

N
S
i
い
C

か
な
ど
。

(
日
)
な
お
『
ア
エ
ネ
イ
ス
n
h

第
一
巻
ユ

i
ノ
!
神
殿
の
エ
ク
ブ
ラ
シ
ス
に
関
し
て
は
久
保
正
彰
寸
描
写
(
エ
ク
フ
ラ
シ
ス
)
と
幻
覚
|
(
マ

i
ロ

ウ
の
実
験
l
l
L
(句
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
リ
ア
[
ナ
n
b

第
七
巻
一

O
四
l
一
O
七
頁
、
丸
善
、
一
九
八
八
年
)
が
参
考
に
な
る
。

(
日
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲

(
1
)
の
拙
稿
コ

gコ
。
咽
か
ら

R
2
2
5
5
u
へL
を
参
照
。

(

日

)

印

2
2
0
2戸
F

h
尽き向
h
R
h
w

ま・串・

一t
一ニ
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(
れ
)
前
掲
中
山
恒
夫
著
書
、
一
五
三
l
一
八
四
頁
。

(
ロ
)
な
お
匂
ア
エ
ネ
イ
只
』
が
も
っ
神
話
と
歴
史
の
統
合
性
に
関
し
て
は
、
大
芝
芳
弘
「
黄
金
の
校
と
黄
金
時
代

L
q西
洋
古
典
学
研
究
』

M
M
v
n
F
岩
波
寄
席
、
一
九
八
朗
年
、
七
九
i
九
O
頁
)
を
参
照
。

※
本
稿
は
、
平
成
五

i
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
研
究

C
)
「
古
代
世
中
海
世
界
に
お
け
る
自
然
理
解
と
宗
教
観
」
の
交
付

を
受
け
、
そ
の
研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
の
方
々
各
位
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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