
鰯
辰
雄
「
聖
家
族
」

論

作
中
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
め
ぐ
っ
て

愈
　
　
　
在

真

は
じ
め
に

　
「
聖
家
族
」
（
『
改
造
』
昭
和
五
年
一
一
月
一
は
、
堀
辰
雄
の
出
世
作
で

あ
り
、
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
た
め
、
先
行
研
究
も
数
多
く
な
さ
れ
て
き

た
。
だ
が
、
作
中
人
物
達
が
堀
辰
雄
自
身
や
芥
川
龍
之
介
、
片
山
広
子
と

そ
の
娘
宗
瑛
な
ど
作
家
周
辺
の
人
物
を
佑
佛
と
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
作
家
論
を
交
え
た
作
品
解
釈
が
多
い
。
特
に
、
中
村
真
一
郎
の
「
ど

の
よ
う
に
そ
の
文
学
と
生
活
と
の
関
係
を
師
と
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て

処
理
す
れ
ば
、
芥
川
の
難
破
の
傍
ら
を
無
事
に
す
り
抜
け
て
先
に
進
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
一
珪
一

行
く
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
が
「
「
聖
家
族
」
の
主
題
」
で
あ

る
と
い
う
指
摘
を
始
め
、
堀
辰
雄
に
お
け
る
〈
芥
川
体
験
の
克
服
〉
と
い

う
読
解
コ
ー
ド
が
、
呪
縛
の
よ
う
に
「
聖
家
族
」
の
読
み
を
拘
束
し
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
作
家
論
的
読
み
の
止
揚
は
言
う
ま
で
も
無

く
、
同
時
代
評
に
お
い
て
も
く
九
鬼
1
1
芥
川
龍
之
介
v
と
は
、
読
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
は
、
作
家
論
的
読
み
を
止
揚
す
る
足
場
と
し
て
、
作
中
に
出
て
く

る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
に
中
心
を
お
い
て
作
品
分
析
を
試
み
た
い
。
「
聖

家
族
」
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
は
、
物
語
が
展
開
を
見
せ
始
め
る
箇
所
と
結

末
で
採
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
作
品
解
読
の
重
要
な
鍵
に
な
り
得
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
聖
家
族
」
に
於
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
大

き
く
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
細
木
夫
人
と
絹
子
の
顔
が
聖
母
と

聖
母
を
見
上
げ
る
幼
児
の
顔
に
重
ね
ら
れ
る
ラ
ス
ト
・
シ
i
ン
に
つ
い

て
、
池
内
輝
雄
氏
の
よ
う
に
「
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
は
多
少
の
筆
不
足
の
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

が
あ
っ
て
、
作
者
の
真
意
が
伝
わ
り
に
く
い
」
と
い
う
批
判
的
な
見
解

と
、
山
室
静
氏
の
「
現
実
か
ら
一
歩
退
い
て
、
純
粋
な
虚
構
の
中
に
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
｛
〕

し
た
芸
術
作
品
を
築
こ
う
と
し
た
古
典
主
義
的
立
場
の
選
択
」
で
あ
る
と

い
う
肯
定
的
な
解
釈
の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
夢
の

場
面
で
九
鬼
に
よ
っ
て
捉
示
さ
れ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
家
族
画
と
ラ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
立

卜
・
シ
i
ン
の
一
致
に
注
目
し
た
西
原
千
樽
氏
の
論
が
あ
る
。
氏
は
、
「
最

後
の
場
面
は
、
「
九
鬼
」
の
夢
で
の
暗
示
の
実
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
共

に
、
恋
愛
の
成
就
の
暗
示
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
〈
九
鬼
H
芥
川
龍
之
介
〉
と
い
う
解
釈
の
上
で
「
芥
川
が

死
ん
だ
一
」
と
を
、
芥
川
の
喪
失
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
も
う
一

度
あ
る
も
の
と
し
て
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」
と
、
論
じ
て
い
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る
。　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
論
で
は
、
い
ま
だ
言
及
さ

れ
て
な
か
っ
た
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
描
い
た
多
く
の
聖
母
子
像
或
い
は
聖

家
族
画
の
う
ち
、
堀
辰
雄
が
ど
の
絵
を
想
定
し
な
が
ら
書
い
て
い
た
の
か

を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
何
故
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
選
ん
だ
の
か
を

考
察
す
る
。
そ
し
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
が
「
聖
家
族
」
の
作
品
解
釈

と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。

二
咀

小
説
『
聖
家
族
』
の

「
聖
家
族
」
画

楡
え
ら
れ
て
い
る
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
随
所
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
名
と
絵
画
が
言
及
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
が
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
を
読
み
解
く
事
が
、
作
品

読
解
の
一
つ
の
鍵
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
小
説
『
聖

家
族
』
に
登
場
し
て
く
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
を
実
際
の
ラ

フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
か
ら
同
定
す
る
作
業
は
、
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る

扁
理
の
夢
の
場
面
か
ら
見
て
い
く
。

　
『
聖
家
族
』
一
以
下
、
小
説
『
聖
家
族
』
と
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
家
族
と

題
さ
れ
る
絵
画
は
「
聖
家
族
」
画
と
、
括
弧
表
記
を
区
別
す
る
）
で
ラ

フ
ァ
エ
ロ
の
名
は
、
四
つ
の
場
面
で
見
ら
れ
る
。
最
初
の
箇
所
は
、
作
中

人
物
で
あ
る
扁
理
、
細
木
夫
人
、
絹
子
の
三
人
が
細
木
宅
で
始
め
て
会
合

す
る
場
面
で
、
嘗
て
扁
理
が
九
鬼
か
ら
貰
い
受
け
た
の
を
、
金
の
為
に

売
っ
て
し
ま
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
画
集
を
、
絹
子
が
古
本
屋
で
見
つ
け
欲
し

が
っ
て
い
た
と
い
う
話
が
交
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
細
木

夫
人
の
依
頼
を
受
け
た
扁
理
が
そ
の
画
集
を
買
い
戻
し
、
再
び
細
木
宅
に

訪
れ
て
三
人
の
関
係
は
、
進
展
し
て
い
く
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
画
集
が
、
三
人

の
関
係
を
進
展
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
は
、
扁
理
の
夢
の
中
に
九
鬼
が
そ
の
画
集
中
の
「
聖
家
族
」
画
を
指

し
な
が
ら
現
れ
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
扁
理
が
苦
心
の
末
に

出
る
旅
の
場
面
で
、
絹
子
の
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
の
よ
う
に
聖

ら
か
な
顔
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
彼
女
へ
の
愛
に
気
づ
く
箇
所
で
あ

る
。
そ
し
て
最
後
は
、
作
品
末
尾
で
細
木
夫
人
と
絹
子
が
聖
母
と
幼
児
に

　
或
る
晩
、
彼
の
夢
の
な
か
で
、
九
鬼
が
犬
き
な
画
集
を
彼
に
渡
し

た
。
そ
の
な
か
の
一
枚
の
画
を
さ
し
つ
け
な
が
ら
、

　
「
こ
の
画
を
知
つ
て
ゐ
る
か
？
」

　
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
聖
家
族
で
せ
う
」

　
と
彼
は
気
ま
り
悪
さ
う
に
答
へ
た
。
そ
れ
が
ど
う
や
ら
自
分
の
売

り
と
ば
し
た
画
集
ら
し
い
気
が
し
た
の
だ
。

　
「
も
う
一
度
、
よ
く
見
て
み
た
ま
へ
」
と
九
鬼
が
言
つ
た
。

　
そ
れ
で
彼
は
も
う
一
ぺ
ん
そ
の
画
を
見
直
し
た
。
す
る
と
、
ど
う

も
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
筆
に
似
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
画
の
な
か
の
聖
母
の

顔
は
細
木
夫
人
の
や
う
で
あ
る
し
、
幼
児
の
そ
れ
は
絹
子
の
や
う
で

も
あ
る
の
で
、
へ
ん
な
気
が
し
な
が
ら
、
な
ほ
よ
く
他
の
天
使
た
ち

を
昆
よ
う
と
し
て
ゐ
る
と
、

　
「
わ
か
ら
な
い
の
か
い
？
」
と
九
鬼
は
皮
肉
な
笑
ひ
方
を
し
た
…
…

こ
の
夢
の
場
面
で
、
「
聖
家
族
」

画
の
聖
母
の
顔
が
綱
木
夫
人
に
、
そ
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し
て
幼
児
の
顔
が
絹
子
に
重
ね
ら
れ
て
扁
理
に
屍
え
て
く
る
の
は
、
「
そ

の
少
女
の
眼
ざ
し
は
、
だ
ん
だ
ん
と
古
画
の
な
か
で
聖
母
を
屍
あ
げ
て
ゐ

る
幼
児
の
そ
れ
に
似
て
ゆ
く
」
と
い
う
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
と
一
致
し
て
い

る
。
西
原
氏
が
注
目
し
た
よ
う
に
、
扁
理
の
夢
の
中
で
屍
た
「
聖
家
族
」

画
が
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
で
再
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
」
の
よ
う
に
、

再
度
に
わ
た
っ
て
提
示
さ
れ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
の
具
体
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
解
釈
に
深
み
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
扁
理
の
夢
の
中
で
九
鬼
が
指
し
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖

家
族
」
画
と
は
、
具
体
的
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
ど
の
絵
画
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
マ
ド
ン
ナ
の
画
家
」
と
言
わ
れ
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
は
、
十
一
点
の

「
聖
家
族
」
画
と
二
十
点
を
超
え
る
聖
母
子
像
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
題

　
　
　
　
　
｛
6
一

材
が
「
聖
家
族
」
で
あ
り
、
引
用
文
の
よ
う
に
聖
母
、
幼
児
キ
リ
ス
ト
、

　
　
一
↓

ヨ
ハ
ネ
と
共
に
天
使
達
が
描
か
れ
て
い
る
絵
は
、
「
カ
ニ
ジ
ャ
ー
二
の
聖

家
族
」
と
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
の
二
点
に
絞
れ
る
。
両
方
の

絵
に
は
、
聖
母
、
幼
児
キ
リ
ス
ト
、
ヨ
ハ
ネ
、
ヨ
セ
フ
、
聖
エ
リ
ザ
ベ
ト

と
天
使
達
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
カ
ニ
ジ
ャ
ー
二
の
聖
家
族
」
（
図
版
1
）
画
は
、
画
集
に
よ
っ
て
画
の

上
部
に
天
使
の
群
れ
が
見
ら
れ
る
形
で
掲
載
さ
れ
る
場
合
と
、
見
ら
れ
な

い
場
合
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
画
の
人
物
達
の
頭
上
に
描
か
れ
て
い
た

天
使
の
群
れ
が
、
伝
来
さ
れ
る
過
程
で
剥
が
れ
、
青
空
に
上
塗
り
さ
れ
た

経
緯
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
、
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
一
九
世
紀
末
に

な
っ
て
、
そ
の
上
塗
り
さ
れ
た
部
分
を
原
画
の
天
使
達
の
姿
に
復
元
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
薔
一

事
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭
和
五
年
ま
で
の
日
本
で
入
手

可
能
だ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
画
集
を
概
観
す
る
と
、
上
部
の
天
使
達
の
姿
が

見
ら
れ
な
い
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
堀
辰
雄
が

「
カ
ニ
ジ
ャ
ー
二
の
聖
家
族
」
を
原
画
の
形
で
見
た
可
能
性
は
と
て
も
低

い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
引
用
の
「
他
の
天
使
達
」
と
い
う
記
述
か

ら
、
作
中
で
の
「
聖
家
族
」
画
が
「
カ
ニ
ジ
ャ
ー
二
の
聖
家
族
」
画
を
指

し
て
い
る
と
は
考
え
難
く
な
る
。

　
一
方
、
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
一
図
版
2
）
に
は
、
引
用

文
で
見
ら
れ
る
聖
母
、
幼
児
キ
リ
ス
ト
、
ヨ
ハ
ネ
一
初
出
）
と
天
使
達
が

含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
作
中
の
「
聖
家
族
」
画
を
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
シ
ス

一
世
の
聖
家
族
」
画
と
同
定
で
き
る
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
ラ
ス
ト
・

シ
ー
ン
で
我
が
子
を
見
下
ろ
す
聖
母
と
そ
の
母
を
屍
上
げ
る
幼
児
と
い
う

細
木
夫
人
と
絹
子
の
構
図
も
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
一

適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
の
中
央
に

は
、
手
を
差
し
上
げ
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い
る
幼
児
キ
リ
ス
ト
と
我

が
子
を
優
し
く
昆
下
ろ
し
な
が
ら
抱
き
上
げ
よ
う
と
す
る
聖
母
が
、
左
側

に
は
、
ヴ
」
の
幼
児
に
手
を
含
わ
し
て
い
る
幼
児
の
ヨ
ハ
ネ
と
彼
を
抱
い
て

い
る
聖
エ
リ
ザ
ベ
ト
が
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
祝
賀
し
て
い
る
二
人
の
天

使
達
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
側
に
は
、
聖
母
の
背
後
で
聖
母
と
幼
児
を
微

笑
ま
し
く
見
下
ろ
し
て
い
る
ヨ
セ
フ
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
作
中
で
九
鬼
が
指
し
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画

を
こ
の
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
と
同
定
す
る
に
は
、
こ
の
絵

に
描
か
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
、
ヨ
セ
フ
、
聖
エ
リ
ザ
ベ
ト
が
作
晶
の
内
容
と

繋
が
っ
て
こ
な
い
の
が
間
題
に
な
っ
て
く
る
。
扁
理
が
「
聖
家
族
」
画
を

眺
め
て
い
る
夢
の
場
面
に
、
こ
の
三
人
の
記
述
が
な
い
こ
と
が
、
そ
の
理

由
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
夢
の
場
面
で
、
初
出
に
あ
っ
た
「
ヨ
ハ
ネ
」

も
改
稿
の
際
に
は
、
む
し
ろ
削
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
堀
辰
雄
が
、
こ
の
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「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
を
作
品
に
用
い
た
と
想
定
し
て
み
る

と
、
扁
理
の
視
線
を
聖
母
と
幼
児
に
向
け
さ
せ
た
後
、
中
景
に
配
置
さ
れ

て
い
る
三
人
を
と
ば
し
て
、
寧
ろ
背
後
に
い
る
天
使
達
に
向
け
さ
せ
た
の

は
、
不
自
然
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
今
日
、
「
聖
家
族
」
画
と
い
わ
れ
る
絵
で
は
な
く
、
初
出
に
「
ヨ

ハ
ネ
」
の
名
も
見
ら
れ
る
ブ
」
と
か
ら
考
え
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
聖
母
、
幼

児
キ
リ
ス
ト
、
ヨ
ハ
ネ
を
題
材
に
多
く
描
い
た
聖
母
子
像
の
方
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
、
当
時
の
画
集
に
は
聖
母
子
像
（
図
版
3
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

を
「
聖
家
族
」
と
題
し
て
い
る
画
集
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
描
い
た
聖
母
子
像
に
は
、
聖
母
、
幼
児
キ
リ
ス
ト
、
ヨ
ハ
ネ
の
三
人

と
共
に
天
使
達
が
描
か
れ
て
い
る
絵
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
結
果
と
し
て
、
堀
辰
雄
は
実
際
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
を
眼

前
に
置
き
な
が
ら
、
或
い
は
特
定
の
絵
の
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
用
い
な
が

ら
、
こ
の
作
晶
を
書
い
た
の
で
ぱ
な
く
、
そ
れ
ま
で
昆
た
こ
と
の
あ
る
ラ

フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
想
像
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
「
聖
家
族
」
と
い
う
題
を

付
け
て
い
る
、
と
推
測
す
る
他
な
い
。

　
も
う
一
箇
所
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

扁
理
が
絹
子
へ
の
愛
を
白
覚
す
る
旅
立
ち
の
場
面
で
あ
る
。

　
扁
理
は
出
発
し
た
。
（
原
文
改
行
）
都
会
が
遠
ざ
か
り
、
そ
れ
が

小
さ
く
な
る
の
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
彼
に
は
出
発
前
に
見
て
き
た

一
つ
の
顔
だ
け
が
次
第
に
大
き
く
な
つ
て
行
く
や
う
に
思
は
れ
た
。

（
原
文
改
行
）
一
つ
の
少
女
の
顔
。
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
の

や
う
に
聖
ら
か
な
顔
。
実
物
よ
り
も
十
倍
位
の
犬
き
さ
の
一
つ
の
神

秘
的
な
顔
。
1
そ
し
て
い
ま
、
そ
れ
だ
け
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
孤

立
し
、
膨
大
し
、
そ
し
て
そ
の
他
の
す
べ
て
の
も
の
を
彼
の
目
か
ら

覆
ひ
隠
さ
う
と
し
て
ゐ
る
…
…
一
原
文
改
行
）
「
お
れ
の
ほ
ん
た
う

に
愛
し
て
ゐ
た
の
は
こ
の
人
か
し
ら
…
…
」

　
「
都
会
が
遠
ざ
か
り
、
そ
れ
が
小
さ
く
」
な
れ
ば
な
る
程
、
「
ラ
フ
ァ
ェ

ロ
の
描
い
た
天
使
」
に
楡
え
ら
れ
た
絹
子
の
顔
が
「
次
第
に
大
き
く
な
つ

て
行
」
き
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
孤
立
し
、
膨
大
」
し
て
く
る
、
と
あ
る

よ
う
に
「
都
会
」
と
「
顔
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
扁
理
は
、
そ
れ
ま
で

の
「
乱
雑
な
生
活
」
を
送
っ
て
い
た
「
都
会
」
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に

よ
っ
て
絹
子
へ
の
愛
を
白
覚
し
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
扁
理
の
「
自
分

の
本
当
の
心
が
少
し
も
見
分
け
ら
れ
な
」
い
程
、
混
乱
し
て
い
る
状
態
か

ら
、
徐
々
に
「
ほ
ん
た
う
に
愛
し
て
ゐ
た
」
「
人
」
に
気
づ
い
て
い
く
過

程
が
、
絹
子
の
「
顔
」
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
い
う
方
法
で
表
現
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
い
く
絹
子
の
顔
が
「
ラ
フ
ァ

エ
ル
の
描
い
た
天
使
の
や
う
に
聖
ら
か
な
顔
」
に
楡
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
西
原
氏
は
先
の
論
で
、

　
　
　
こ
の
旅
の
冒
頭
の
場
面
と
、
最
後
の
場
面
と
の
一
致
こ
そ
が
、
二

　
　
人
の
恋
愛
の
行
方
、
成
就
を
示
す
何
よ
り
の
証
拠
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
か
。
一
中
略
）
こ
の
「
聖
ら
か
な
顔
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
「
九
鬼
」

　
　
が
夢
の
中
で
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

と
、
論
じ
て
い
る
。
氏
は
、
こ
の
旅
立
ち
の
場
面
で
示
さ
れ
る
絹
子
の

「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
の
聖
ら
か
な
顔
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、

夢
の
場
面
で
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
や
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
と

「
一
致
」
す
る
同
一
の
も
の
と
し
て
、
捉
え
た
上
で
論
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
夢
の
場
面
や
ラ
ス
ト
・
シ
i
ン
で
絹
子
の
顔
は
、
天
使
の
顔
で

一33一



は
な
く
、
「
幼
児
の
そ
れ
は
絹
子
の
や
う
で
あ
る
」
と
、
幼
児
の
顔
に
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
旅
立
ち
の
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
、
「
「
九
鬼
」
が
夢
の
中
で
示
し
た
も
の
」
で
は
な
く
、
「
ラ
フ
ア
エ
ロ

の
描
い
た
」
他
の
絵
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
＝
致
」
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ラ
フ
ア
エ
ロ
に
依
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
旅
立
ち
の
場
面
で
瞼
え
ら
れ
て
い
る
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
描
い
た
天

使
」
と
は
、
「
フ
ラ
ン
シ
ス
一
世
の
聖
家
族
」
画
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る

天
使
で
は
な
く
、
聖
ニ
コ
ラ
ス
教
会
の
装
飾
画
の
一
部
と
し
て
ラ
フ
ァ
エ

ロ
が
描
い
た
「
天
使
」
（
図
版
4
）
の
頭
部
画
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
、
思
わ
れ
る
。
こ
の
少
女
の
よ
う
な
「
天
使
」
の
部
分
画
は
、
ラ

フ
ァ
エ
ロ
の
画
集
で
も
常
に
「
天
使
」
の
上
半
身
の
み
が
載
せ
ら
れ
て
お

り
、
画
集
以
外
の
『
美
術
新
報
』
（
大
正
八
年
六
月
）
な
ど
に
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

　
以
上
、
実
際
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
と
作
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
ラ
フ
ァ

エ
ロ
の
絵
画
を
照
合
し
て
み
る
と
、
堀
辰
雄
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
一
点
の
「
聖

家
族
」
画
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
『
聖
家
族
』
の
創
作
に

当
っ
た
の
で
は
な
い
7
」
と
が
窺
え
る
。
堀
辰
雄
は
、
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と

の
あ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
そ
の
絵
を
作
品
内

容
に
添
う
よ
う
に
変
容
さ
せ
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
夢

の
場
面
で
の
「
聖
家
族
」
画
が
、
実
際
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
か
ら
は
同

定
し
に
く
い
画
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

注
目
さ
れ
て
く
る
の
は
、
堀
辰
雄
が
、
『
聖
家
族
』
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
実

際
の
画
の
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
用
い
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
を
「
ラ
フ
ア
エ
　
。
口
の
筆
に
似
て
い
る
」
或
い
は
、
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
聖

家
族
」
画
で
あ
る
と
、
し
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
堀
辰
雄
は
、
ラ

フ
ァ
エ
ロ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
以
下
の
章
で
考
察
し
て

み
る
。

三
。
堀
辰
雄
に
お
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ

　
塩
谷
純
氏
が
「
西
欧
の
巨
匠
の
中
で
、
明
治
を
通
じ
て
日
本
人
に
も
っ

と
も
親
し
ま
れ
た
の
は
、
マ
ド
ン
ナ
の
画
家
、
こ
と
ラ
フ
ァ
エ
ロ
だ
っ
た

　
　
　
　
　
一
H
一

か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
、
明
治
大
正

を
通
し
て
広
く
知
れ
わ
た
り
馴
染
み
深
い
画
家
で
あ
っ
た
。
明
治
時
代
の

文
学
者
に
於
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
受
容
を
挙
げ
る
ま
で
も
無
く
、
近
い
例
と

し
て
芥
川
龍
之
介
の
小
説
『
葱
』
（
『
新
小
説
』
大
正
九
年
一
月
一
か
ら
も

窺
え
る
。
こ
の
作
品
で
、
カ
フ
ェ
の
女
中
「
お
君
さ
ん
」
の
「
サ
ン
テ
イ

マ
ン
タ
ル
な
芸
術
的
感
激
」
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
「
造
花
の
百
含
」

「
不
如
帰
」
「
藤
村
詩
集
」
「
新
派
悲
劇
の
写
真
」
な
ど
と
共
に
「
ラ
フ
ア

エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
の
写
真
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ラ
フ
ァ
エ
ロ
に
関
す
る
堀
辰
雄
の
言
説
は
『
聖
家
族
』
の
他
に
は
見
あ
た

ら
な
い
。
ま
た
、
堀
辰
雄
の
後
期
印
象
派
以
後
の
近
代
画
家
へ
の
嗜
好
を

考
慮
す
る
と
、
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
古
典
様
式
を
完
成
さ
せ
た
ラ
フ
ァ
エ

ロ
が
『
聖
家
族
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
種
の
違
和
感
を
感
じ

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
『
聖
家
族
』
発
表
以
前
に
も
堀
辰
雄
は
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
等
で
度
々

西
洋
画
家
を
引
き
含
い
に
出
し
て
い
た
。
列
挙
す
れ
ば
、
エ
ル
・
グ
レ

コ
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
ダ
ヴ
ィ
ド
、
ア
ン
グ
ル
、
ア
ン

リ
・
ル
ソ
ー
、
セ
ザ
ン
ヌ
、
ブ
ラ
マ
ン
ク
、
ド
ラ
ン
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ピ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ほ
一

ソ
、
マ
チ
ス
等
で
あ
る
。
エ
ル
・
グ
レ
コ
を
別
に
す
れ
ば
、
レ
ン
ブ
ラ
ン

一34一



ト
、
ル
ー
ベ
ン
ス
の
一
七
世
紀
の
画
家
と
、
多
く
の
後
期
印
象
派
以
後
の

近
代
画
家
を
数
え
あ
げ
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
聖
家
族
』
執

筆
ま
で
の
堀
辰
雄
の
西
洋
絵
画
の
受
容
は
、
概
ね
後
期
印
象
派
以
後
の
近

代
画
家
が
主
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
堀
辰
雄
が
彼
ら
を
「
二
十
世
紀
の
精

神
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
近
代
画
家
達
が
絵
画
に
齋
し
た
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旧
一

新
さ
を
意
識
し
て
の
受
容
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
聖
家
族
』
で
ラ
フ
ァ

エ
ロ
が
採
り
い
ら
れ
て
る
こ
と
は
、
堀
自
身
が
「
僕
が
芸
術
の
創
作
方
法

と
し
て
も
つ
と
も
い
い
も
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
の
は
、
古
典
主
義
で
あ

η
一る

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
室
静
氏
が
指
摘
す
る
通
り
「
古
典
主
義

的
立
場
の
選
択
」
で
あ
っ
た
と
、
理
解
し
得
る
。
し
か
し
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ

を
通
し
て
表
明
さ
れ
る
「
古
典
主
義
」
の
内
実
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
堀
辰
雄
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
理
解
は
、
当
時
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
て
い
た

ピ
カ
ソ
と
ラ
デ
ィ
ゲ
の
ア
ン
グ
ル
受
容
を
介
し
て
窺
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
。　

右
で
挙
げ
た
画
家
で
『
聖
家
族
』
が
書
か
れ
た
時
期
、
堀
辰
雄
が
特
に

関
心
を
抱
い
て
い
た
の
が
、
ピ
カ
ソ
で
あ
る
。
「
石
鹸
玉
の
詩
人
ー
ジ
ヤ

ン
・
コ
ク
ト
オ
に
就
て
」
一
『
駿
馬
』
昭
和
元
年
七
月
）
で
コ
ク
ト
ー
の
詩

に
於
け
る
新
し
さ
と
伝
統
性
を
ピ
カ
ソ
の
「
新
古
典
主
義
」
「
ク
ラ
シ
ズ

ム
」
に
楡
え
る
な
ど
、
堀
辰
雄
の
エ
ッ
セ
イ
で
ピ
カ
ソ
の
名
は
度
々
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
堀
辰
雄
の
ピ
カ
ソ
理
解
は
、
主
に
コ
ク
ト
i
の
ピ
カ
ソ

に
関
す
る
言
説
を
介
し
て
で
あ
っ
た
。
コ
ク
ト
ー
が
ピ
カ
ソ
と
知
り
合
っ

た
の
は
、
ピ
カ
ソ
が
キ
ュ
ー
ビ
ス
ム
の
形
式
を
完
成
さ
せ
た
後
、
一
時
、

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
ア
ン
グ
ル
等
の
新
古
典
主
義
画
家
を
研
究
し
始
め
た
一
九

一
七
年
、
所
謂
ピ
カ
ソ
の
「
新
古
典
主
義
」
時
代
が
始
ま
る
頃
で
あ
る
。

そ
の
為
、
コ
ク
ト
ー
の
ピ
カ
ソ
に
関
す
る
言
説
で
は
、
新
古
典
主
義
画
家

ア
ン
グ
ル
が
共
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ク
ト
ー
の
ピ
カ
ソ
理
解
は
、
当

時
ピ
カ
ソ
が
キ
ュ
ー
ビ
ス
ム
を
捨
て
た
、
と
い
う
世
評
に
対
す
る
擁
護
的

な
見
解
で
、
ア
ン
グ
ル
ヘ
の
傾
倒
と
キ
ュ
i
ビ
ス
ム
を
同
質
的
に
昆
て
い

　
　
　
　
　
一
蝸
｝

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ク
ト
ー
の
ピ
カ
ソ
と
ア
ン
グ
ル
理
解

は
、
堀
辰
雄
の
翻
訳
書
『
コ
ク
ト
オ
抄
』
（
昭
和
四
年
四
月
、
厚
生
閣
書

店
）
で
も
窺
え
る
。

絵
画
の
生
命
は
、
そ
れ
が
模
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
生
命
か
ら
独
立
す

る
。
例
え
ば
、
マ
ダ
ム
・
リ
ヴ
イ
ェ
ー
ル
の
肖
像
の
ご
と
き
傑
作
は
、

そ
れ
ら
の
二
つ
の
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
。
（
原
文
改
行
）
だ
か

ら
我
々
は
、
生
き
た
線
ら
の
配
置
の
独
立
す
る
事
を
認
め
る
と
共

に
、
そ
れ
ら
の
線
の
モ
チ
イ
フ
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
が
、
単
な
る
口

実
で
の
み
あ
る
べ
く
、
重
要
な
役
目
を
止
め
る
事
を
も
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
中
略
）
ピ
カ
ソ
の
冒
険
を
語
り
な
が
ら
、
画
家
が

わ
ざ
と
モ
デ
ル
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
き
か
ら
、
絵
画
と
い
ふ
も
の
が

キ
ユ
ビ
ス
ム
の
方
向
に
歩
き
出
し
た
こ
と
を
僕
は
み
と
め
た
。
キ
ユ

ピ
ス
ム
が
ア
ン
グ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
傍
線
愈
一

　
コ
ク
ト
ー
は
、
ア
ン
グ
ル
の
描
い
た
「
マ
ダ
ム
・
リ
ヴ
イ
ェ
ー
ル
の
肖

像
」
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
絵
画
に
於
け
る
線
の
重
要
性
－
モ
チ
ー
フ
を

「
模
」
す
と
共
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
絵
画
を
独
立
さ
せ
る
役
目
1
を
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ
ー
ビ
ス
ム
に
於
け
る
そ
の
よ
う
な
線

の
役
目
を
解
い
て
い
る
箇
所
で
も
ア
ン
グ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
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の
で
あ
る
。

次
は
、
堀
辰
雄
の
ピ
カ
ソ
理
解
を
見
て
み
る
。

絵
画
で
云
へ
ば
ア
ポ
リ
ネ
エ
ル
は
ア
ン
リ
・
ル
ウ
ソ
オ
の
ご
と
く
で

あ
り
、
か
つ
て
存
在
し
な
か
つ
た
や
う
な
美
し
さ
で
あ
り
、
ジ
ヤ
ン

は
ピ
カ
ソ
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ま
つ
た
く
新
奇
な
の
で
は
あ
る
が
、

か
つ
て
か
ら
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
の
や
う
に
美
し
い
。
（
中
略
）
ジ

ヤ
ン
は
〈
薔
薇
の
災
・
ワ
ツ
ト
オ
の
隠
立
て
〉
な
ど
の
詩
を
十
七
八

世
紀
に
愛
用
さ
れ
た
詩
形
で
作
つ
て
ゐ
る
。
ピ
カ
ソ
は
ダ
ヴ
イ
ド
や

ア
ン
グ
ル
な
ど
の
古
典
主
義
の
画
家
に
深
く
傾
倒
し
て
所
謂
新
古
典

主
義
の
作
品
を
多
く
描
い
た
。
さ
う
い
ふ
二
人
の
気
持
ち
に
僕
は
偶

然
で
は
な
い
も
の
を
感
じ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
（
「
石
鹸
玉
の
詩
人
ー
ジ
ヤ
ン
・
コ
ク
ト
オ
に
就
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
駿
馬
』
大
正
一
五
年
七
月
）

若
き
画
家
達
は
彼
の
周
囲
に
ク
ラ
シ
ズ
ム
の
力
強
い
製
作
を
再
び
発

見
し
た
。
そ
の
芸
術
家
は
ピ
カ
ソ
で
あ
つ
た
。

　
　
　
（
「
貝
殻
と
薔
薇
　
ノ
オ
ト
」
『
山
繭
』
犬
正
一
五
年
二
一
月
）

　
堀
辰
雄
は
、
ピ
カ
ソ
の
「
ま
つ
た
く
新
奇
」
な
新
し
さ
を
認
め
つ
つ
も
、

ピ
カ
ソ
の
「
所
謂
新
古
典
主
義
の
作
品
」
や
「
ク
ラ
シ
ズ
ム
の
力
強
い
製

作
」
に
理
解
の
重
点
を
お
い
て
い
る
。
ま
た
、
堀
辰
雄
は
、
コ
ク
ト
i
を

ピ
カ
ソ
に
楡
え
て
「
か
つ
て
か
ら
存
在
し
て
ゐ
た
も
の
の
や
う
に
美
し
い
」

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ピ
カ
ソ
の
「
ダ
ヴ
イ
ド
や
ア
ン
グ
ル
」
な
ど

の
新
古
典
主
義
画
家
へ
の
傾
倒
を
受
け
て
の
発
言
な
の
で
あ
る
。
コ
ク

ト
ー
が
ピ
カ
ソ
の
新
古
典
主
義
へ
の
傾
倒
を
キ
ュ
i
ビ
ス
ム
の
延
長
線
上

に
理
解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
堀
辰
雄
の
場
合
は
、
「
ク
ラ
シ
ズ
ム
」

の
方
に
重
点
を
お
い
て
理
解
し
た
き
ら
い
が
あ
る
。

　
ま
た
、
コ
ク
ト
ー
は
、
ア
ン
グ
ル
な
ど
新
古
典
主
義
絵
画
が
「
人
々
を

欺
」
い
て
い
る
「
現
実
と
の
い
わ
ば
贋
の
類
似
」
を
「
ラ
デ
ィ
ゲ
が
、
そ

の
天
才
が
才
人
の
よ
う
に
見
え
た
た
め
世
間
を
欺
い
た
よ
う
に
」
と
、
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
冊
一

デ
ィ
ゲ
に
楡
え
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
ア
ン
グ
ル
論
を

踏
ま
え
た
楡
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
堀
辰
雄
が
『
聖
家
族
』
執
筆
前
か

ら
ラ
デ
ィ
ゲ
に
深
く
傾
倒
し
、
『
聖
家
族
』
に
も
「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
爵
の

舞
踏
会
」
の
心
理
分
析
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は
先
行
論
が
指
摘

す
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
ラ
デ
ィ
ゲ
が
ア
ン
グ
ル
の
「
新
し
さ
を
理
解
」

さ
せ
る
「
方
法
」
に
つ
い
て
書
い
た
記
事
を
堀
辰
雄
も
知
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。人

目
を
ひ
か
な
い
主
題
を
選
び
な
が
ら
、
そ
の
新
し
さ
を
受
け
入
れ

さ
せ
る
と
い
う
こ
の
術
策
は
、
現
在
ラ
・
ヴ
ィ
ル
H
レ
ヴ
ェ
ッ
ク
街

に
集
ま
っ
て
い
る
ア
ン
グ
ル
の
一
派
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
一
中
略
一
一
つ
の
絵
画
に
お
い
て
、
快
不
快
の
感
じ

方
は
そ
の
影
や
色
彩
の
調
和
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
文

学
に
由
来
す
る
主
題
か
ら
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
ぼ
く

が
立
体
派
の
連
中
を
責
め
る
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
毎

日
人
び
と
が
彼
ら
を
責
め
て
い
る
点
と
は
逆
に
彼
ら
の
主
題
に
対
す

る
蔑
視
感
で
あ
ろ
う
。
一
申
略
一
あ
る
種
の
画
家
た
ち
が
ア
ン
グ
ル

の
二
派
に
つ
い
て
驚
嘆
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
非
常

に
正
統
な
、
（
中
略
）
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な

デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
が
彼
ら
の
関
心
事
で
は
あ
る
が
、
ア
ン
グ
ル
一
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派
の
教
え
は
他
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
と
は
逆
に
ア
ン
グ
ル
派
は
デ

フ
ォ
ル
メ
し
な
い
よ
う
に
と
教
え
、
自
然
を
支
配
す
る
甲
」
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
一

て
白
然
を
尊
重
し
得
る
の
だ
と
教
え
て
い
る
。

　
こ
の
評
論
で
ラ
デ
ィ
ゲ
は
、
「
芸
術
に
お
け
る
新
し
さ
を
理
解
す
る
」

方
法
と
し
て
、
独
創
性
の
追
従
で
は
な
く
、
独
創
性
を
「
理
性
に
結
び
つ

け
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
新
し
さ
を
許
容
さ
せ
る
も
の

を
見
い
だ
す
こ
と
」
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
と
、
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「
新
し
さ
」
を
「
理
性
に
結
び
つ
け
」
る
事
に
よ
っ
て
「
許
容
さ
せ
る
も

の
を
見
い
す
」
方
法
を
、
「
わ
れ
わ
れ
の
古
典
派
は
良
い
方
法
で
あ
る
と

証
明
し
て
い
る
」
と
主
張
し
た
上
で
、
「
ア
ン
グ
ル
の
一
派
」
を
挙
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
ゲ
は
、
絵
画
の
鑑
賞
が
そ
の
画
の
「
主
題
」
か

ら
で
は
な
く
、
「
そ
の
影
や
色
彩
の
調
和
」
に
由
来
す
る
と
し
な
が
ら
も
、

「
主
題
」
を
無
視
し
「
精
神
に
よ
っ
て
し
か
」
そ
の
「
調
和
」
を
受
け
入

れ
さ
せ
な
い
立
体
派
を
危
険
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
ア

ン
グ
ル
一
派
の
「
正
統
な
」
「
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
」
は
、
立
体
派
の
よ

う
に
「
精
神
に
よ
っ
て
し
か
」
「
許
容
」
し
得
な
い
「
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ

ン
」
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
調
和
」
を
「
白
然
を
支
配
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
」
成
し
得
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
ラ
デ
ィ
ゲ
は
、
独
創
性
の
追
従
を
批
判
し
、
芸
術
家
が
見
出
し

た
「
新
し
さ
」
を
「
許
容
さ
せ
る
」
理
知
的
な
方
法
に
重
点
を
お
き
、
そ

の
方
法
を
「
わ
れ
わ
れ
古
典
派
」
の
「
良
い
方
法
」
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。
堀
辰
雄
は
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
爵
の
舞
踏
会
」
を
紹

　
　
　
　
　
　
マ
マ

介
し
て
い
る
「
オ
ル
ジ
ェ
ル
伯
爵
の
舞
踏
会
」
一
『
婦
人
サ
ロ
ン
』
昭
和
四

年
二
月
）
で
、
「
現
代
の
新
し
い
傑
作
は
何
等
モ
ダ
ア
ニ
ズ
ム
な
し
に

生
れ
得
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
彼
の
噌
え
て
い
る
「
古
典
主
義
」

の
可
能
性
を
ラ
デ
ィ
ゲ
か
ら
見
出
だ
し
て
い
た
。
ツ
」
の
よ
う
に
、
堀
辰
雄

が
共
嶋
し
た
「
古
典
派
」
の
「
良
い
方
法
」
を
用
い
て
い
る
画
家
と
し
て
、

ラ
デ
ィ
ゲ
が
ア
ン
グ
ル
と
そ
の
一
派
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
堀
辰
雄
が
ピ
カ
ソ
や
ラ
デ
ィ
ゲ
を
「
古
典
主
義
」
芸

術
家
と
し
て
受
容
し
た
一
つ
の
根
拠
に
、
彼
等
の
ア
ン
グ
ル
理
解
を
指
摘

で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
堀
辰
雄
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
理
解
を
直
接
窺
え
る
言
説
は

な
い
が
、
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ン
グ
ル
を
媒
介
に
し
て
垣
間

昆
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
グ
ル
一
ミ
o
・
◎
1
富
零
）
が
、
新

古
典
主
義
運
動
の
完
成
者
で
あ
り
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
「
絵
画
の
神
」
に
ま

で
崇
め
て
い
た
事
は
、
周
知
の
事
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
ア
ン
グ
ル
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
㎎
一

る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
受
容
を
、
堀
辰
雄
が
蔵
書
し
て
い
た
『
近
代
絵
画
史
論
』

を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
。

　
ア
ン
グ
ル
は
、
一
九
世
紀
始
め
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
新
古
典
主
義
の
「
古

典
的
精
神
の
近
代
絵
画
史
に
於
け
る
頂
点
」
を
極
め
た
画
家
で
あ
る
と
い

う
。
彼
は
ロ
ー
マ
滞
在
の
折
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
見
出
し
、
「
ダ
ヰ
ッ

ド
を
初
め
、
当
時
の
仏
蘭
西
に
於
て
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
ラ
フ
ァ

エ
ル
を
、
深
き
敬
慶
さ
を
以
て
崇
拝
し
研
究
し
」
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
絵
画

に
於
け
る
「
美
の
指
標
」
と
ま
で
崇
め
て
い
た
、
と
い
う
。

『
ラ
フ
ア
エ
ル
は
そ
ん
な
の
と
は
違
ふ
。
自
然
に
支
配
せ
ら
れ
る
の

で
は
無
く
、
自
然
が
、
彼
れ
の
命
ず
る
侭
に
、
画
の
中
へ
入
つ
て
来

た
の
だ
と
誰
れ
も
が
言
ふ
で
あ
ら
う
程
完
全
に
自
然
に
熟
通
し
、
心

の
中
を
自
然
を
以
て
充
実
し
た
の
だ
』
（
中
略
）
『
自
分
は
ラ
フ
ア
エ
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ル
を
凡
ら
ゆ
る
も
の
・
上
に
置
く
。
そ
の
訳
は
、
彼
れ
が
、
そ
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ス
ス

の
如
き
優
美
一
卑
良
①
一
と
、
性
格
と
力
と
の
、
適
当
な
る
量
を
正

し
く
結
合
し
、
さ
う
し
て
常
に
完
全
な
る
調
和
を
保
つ
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）
』
優
美
、
性
格
、
力
の
完
全
な
る
調
和
、
換
言
す
れ
ば
美
と

自
然
と
の
完
全
な
る
統
一
を
見
る
故
に
、
ラ
フ
ア
エ
ル
を
絵
画
の
神

と
崇
め
た
ブ
」
と
で
あ
る
。
一
中
略
）
同
時
に
彼
れ
の
、
希
臓
彫
刻
そ

の
侭
の
如
き
も
の
に
も
、
ラ
フ
ア
エ
ル
の
模
写
で
あ
る
か
と
昆
え
る

様
な
も
の
に
も
、
大
理
石
の
如
く
冷
た
く
、
圃
く
、
美
し
き
輪
郭
の

表
面
の
底
に
、
鋭
繊
な
る
自
然
の
視
力
、
明
確
な
る
個
性
が
現
れ
た

の
も
当
然
で
あ
る
。

ん
で
い
る
と
、
述
べ
て
い
る
。
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
描
く
絵
画
の
「
冷
た
さ
」

や
「
固
さ
」
は
、
堀
辰
雄
が
説
い
て
い
る
古
典
主
義
に
も
通
じ
る
も
の
で

あ
る
。

一
体
、
芸
術
上
の
新
し
さ
と
い
ふ
も
の
は
、
僕
ら
の
枕
の
上
の
冷
た

い
場
所
に
似
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
7
」
に
頭
を
の
せ
て
ゐ
る
と
す
ぐ
冷
た

く
な
く
な
る
。
そ
こ
で
ま
た
頭
を
他
の
冷
た
い
場
所
に
移
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
新
し
さ
の
必
要
は
冷
た
さ
の
必
要
だ
。
そ
し

て
、
決
し
て
も
は
や
温
く
な
ら
な
い
冷
た
さ
、
そ
こ
に
ク
ラ
シ
ツ
ク

　
　
＾
凹
〕

が
あ
る
。

　
ア
ン
グ
ル
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
「
絵
画
の
神
」
と
ま
で
崇
め
た
理
由
は
、

ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
「
常
に
完
全
な
る
調
和
を
保
つ
か
ら
で
あ
る
」
と
、
い
う
。

そ
し
て
、
彼
が
、
「
有
る
が
侭
な
る
自
然
の
印
象
」
で
は
な
く
、
ラ
フ
ァ

エ
ロ
の
絵
画
が
有
す
る
「
美
と
自
然
と
の
完
全
な
る
統
二
と
い
う
「
原

的
な
る
理
想
」
に
従
っ
て
描
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
引
用

し
た
ラ
デ
ィ
ゲ
の
評
論
で
、
ア
ン
グ
ル
が
「
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
白
然
を
尊
重
し
得
る
の
だ
と
教
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
そ

の
ま
ま
ア
ン
グ
ル
が
語
っ
て
い
る
「
自
然
に
支
配
せ
ら
れ
る
の
で
は
無

く
、
自
然
が
、
彼
れ
の
命
ず
る
侭
に
、
画
の
中
へ
入
つ
て
来
」
く
る
と
い

う
ラ
フ
ァ
エ
ロ
理
解
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
自
然
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の

「
命
ず
る
侭
に
」
従
う
と
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
美
と
白
然
と
の
完
全
な

る
統
二
を
「
理
想
」
と
す
る
理
知
的
作
用
に
従
っ
て
、
自
然
を
描
く
7
」

と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ン
グ
ル
と
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
描
く
絵
画

の
「
本
源
的
な
一
致
」
と
し
て
、
「
作
晶
全
体
が
、
冷
た
き
感
惰
を
含
」

　
こ
甲
」
で
、
堀
辰
雄
が
説
い
て
い
る
「
ク
ラ
シ
ツ
ク
」
の
「
決
し
て
も
は

や
温
か
く
な
ら
な
い
冷
た
さ
」
と
は
、
「
原
的
な
る
理
想
」
に
基
づ
い
て

「
完
全
な
る
調
和
」
が
描
か
れ
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
絵
画
の
「
固
さ
」
或
い
は
、

堅
固
な
絵
画
と
相
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
『
聖
家
族
』

執
筆
当
時
、
堀
辰
雄
が
受
容
し
て
い
た
ピ
カ
ソ
と
ラ
デ
ィ
ゲ
の
「
古
典
主

義
」
の
底
辺
に
ア
ン
グ
ル
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、

ア
ン
グ
ル
を
媒
介
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
表
象
し
て
い
る
「
古
典
主
義
」
を
昆

て
き
た
。
そ
の
「
古
典
主
義
」
は
、
自
然
－
現
実
－
が
「
理
想
」
と
「
調

和
」
さ
れ
た
堅
固
な
世
界
と
、
捉
え
ら
れ
る
。

四
．
『
聖
家
族
』

に
お
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
な
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
が
表
わ
し
て
い
る
「
調

和
」
の
取
れ
た
「
堅
固
さ
」
が
、
『
聖
家
族
』
に
ど
の
よ
う
に
採
り
い
れ
ら
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れ
て
い
る
の
か
以
後
、
作
晶
分
析
を
交
え
な
が
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
「
死
が
あ
た
か
も
一
つ
の
季
節
を
開
い
た
か
の
や
う
だ
つ
た
」
と
い
う

冒
頭
の
一
行
は
、
九
鬼
の
死
を
契
機
に
開
始
さ
れ
る
、
扁
理
と
細
木
夫
人

と
絹
子
の
関
係
を
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
。
九
鬼
の
送
別
式
で
五
年
ぶ
り

に
再
会
し
た
細
木
夫
人
は
、
扁
理
が
「
九
鬼
を
裏
が
へ
し
に
し
た
や
う
な

青
年
」
で
あ
る
と
、
扁
理
と
九
鬼
の
類
似
点
と
差
違
を
鋭
く
昆
抜
い
て
い

る
。
一
方
、
扁
理
も
、
綱
木
夫
人
の
九
鬼
へ
の
思
い
を
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド

が
硝
子
に
触
れ
る
と
そ
れ
を
傷
つ
け
ず
に
は
お
か
な
い
や
う
に
。
そ
し
て

こ
の
人
も
ま
た
白
分
で
相
手
に
つ
け
た
傷
の
た
め
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
」
と

見
抜
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
が
お
互
い
を
見
抜
い
て
い
た
の
は
、

「
そ
の
見
え
な
い
媒
介
者
が
或
は
死
で
あ
つ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
の

だ
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
九
鬼
の
死
が
齋
し
た
「
悲
し
み
」
を
共
感
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
後
語
ら
れ
る
の
は
、
人
間
関
係
を
持
つ

こ
と
の
困
難
さ
で
あ
り
、
生
者
で
あ
る
彼
ら
の
く
生
の
揺
れ
V
で
あ
る
。

　
先
に
引
用
し
た
扁
理
の
夢
の
場
面
で
、
九
鬼
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家

族
」
画
を
指
し
な
が
ら
扁
理
に
「
わ
か
ら
な
い
の
か
い
？
」
と
間
い
か
け

る
。
し
か
し
、
扁
理
は
九
鬼
が
何
を
問
う
て
い
る
の
か
、
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
ず
に
眼
を
醒
ま
し
て
し
ま
う
。
扁
理
が
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家

族
」
画
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
夢
の
場
面
直
前
に
語
ら
れ
る
次

の
引
用
か
ら
う
か
が
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ま
で
彼
の
夢
に
し
か
過
ぎ
な
か
つ
た
細
木
家
と
い
ふ
も
の
が
、

急
に
一
つ
の
現
実
と
な
つ
て
扁
理
の
生
活
の
中
に
は
ひ
つ
て
き
た
。

一
原
文
改
行
一
扁
理
は
そ
れ
を
九
鬼
や
な
ん
か
の
思
ひ
出
と
い
つ
し
よ

く
た
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
ネ
ク
タ
イ
、
薔
薇
、
パ
イ
プ
な
ど
の
混
雑

の
な
か
に
無
操
作
に
放
り
込
ん
で
お
い
た
。
（
原
文
改
行
一
さ
う
い

ふ
乱
雑
さ
を
す
こ
し
も
彼
は
気
に
し
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
に
、

彼
自
身
に
最
も
ふ
さ
は
し
い
生
活
様
式
を
見
出
し
て
ゐ
た
の
だ
。

　
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
扁
理
の
「
乱
雑
さ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
扁

理
に
と
っ
て
細
木
夫
人
や
絹
子
と
の
人
間
関
係
も
、
彼
の
「
乱
雑
な
」
「
生

活
様
式
」
の
中
に
「
放
り
込
」
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
扁
理
は
九
鬼
が

指
し
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
の
聖
母
と
幼
児
の
顔
が
細
木

夫
人
と
絹
子
の
顔
に
は
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
を
意
昧
し
て
い
る
の

か
は
、
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
生
の
乱
雑
さ
」
が
原
因
で
、
細

木
夫
人
や
絹
子
と
の
関
係
が
、
未
だ
確
固
と
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
作
中
の
こ
の
夢
の
場
面
で
九
鬼
が
指
し
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ

ロ
の
「
聖
家
族
」
画
は
、
人
物
た
ち
の
確
固
た
る
連
帯
を
表
わ
し
て
い
る
、

と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
帯
感
が
、
「
調
和
」
の
と
れ
た
形
で

表
現
さ
れ
て
い
る
と
、
想
像
で
き
よ
う
。
自
分
の
生
を
昆
定
め
る
こ
と
が

出
来
ず
に
い
る
扁
理
は
、
細
木
家
と
の
関
係
を
措
定
で
き
ず
に
い
る
の
で

あ
り
、
九
鬼
が
示
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
「
聖
家
族
」
画
も
理
解
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
九
鬼
の
死
後
、
結
ば
れ
た
細
木
家
と
。

の
関
係
を
扁
理
は
、
彼
の
「
生
の
乱
雑
さ
」
ゆ
え
、
回
避
し
、
愛
し
て
も

い
な
い
踊
り
子
と
付
き
合
っ
た
挙
旬
「
も
う
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
な

い
く
ら
ゐ
、
疲
れ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
」
う
。
三
人
の
関
係
の
ズ
レ
は
扁
理

だ
け
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
っ
て

い
る
。

　
絹
子
の
場
合
は
、
「
九
鬼
の
死
ん
だ
時
分
」
か
ら
「
九
鬼
の
死
に
よ
つ

て
自
分
の
母
が
あ
ん
ま
り
悲
し
さ
う
に
し
て
ゐ
る
の
を
、
最
初
は
た
だ
思
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ひ
が
け
な
く
思
つ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
い
つ
か
そ
の
母
の
女
ら

し
い
感
情
が
彼
女
の
中
に
ま
だ
眠
つ
て
ゐ
た
或
る
層
を
目
ざ
め
さ
せ
」
ら

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
の
動
揺
」
を
感
じ
始
め
る
。
し
か
し
、
彼
女
は

「
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
う
と
は
せ
ず
に
」
「
少
女
ら
し
い
騒
慢
な
論

理
」
で
自
分
の
感
情
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
細
木
夫

人
の
場
合
も
、
心
情
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
夫
人
に
は
扁
理
を
見
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
よ
り
も
、
む

し
ろ
苦
し
い
こ
と
の
方
が
多
か
つ
た
。
さ
う
し
て
月
日
が
九
鬼
の
死

を
遠
ざ
け
れ
ば
遷
ざ
け
る
ほ
ど
、
彼
女
に
欲
し
い
の
は
平
静
さ
だ
け

で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
彼
女
は
扁
理
が
だ
ん
だ
ん
遠
ざ
か
つ
て
行
く

の
を
見
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
い
た
の
だ
。

　
細
木
夫
人
が
、
扁
理
を
見
る
事
に
よ
っ
て
死
ん
だ
九
鬼
を
思
い
出
す
事

を
「
苦
し
い
」
と
感
じ
る
の
は
、
細
木
夫
人
の
「
女
ら
し
い
感
情
」
の
表
れ

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
夫
人
が
求
め
る
「
平
静
さ
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

「
女
ら
し
い
感
情
」
を
消
去
し
て
し
ま
っ
た
心
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た

め
、
か
つ
て
扁
理
が
、
「
新
鮮
」
に
見
出
し
て
い
た
夫
人
の
顔
は
、
「
す
つ

か
り
若
さ
を
失
つ
て
」
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
心
理
分
析
を
通

し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
定
ま
ら
な
い
三
人
の
く
生
の
揺
れ
V
で
あ
り
、
関
係

の
ズ
レ
で
あ
る
。
池
内
輝
雄
氏
は
、
「
こ
の
作
晶
は
、
自
分
の
足
で
人
生
を

歩
み
出
し
た
青
年
が
、
し
か
し
他
者
、
お
よ
び
自
己
を
正
し
く
把
握
で
き

な
い
こ
と
か
ら
た
ち
ま
ち
歩
行
困
難
に
陥
る
が
、
生
を
支
え
る
原
点
を
見

定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
く
べ
き
生
を
獲
得
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た

　
　
　
　
　
一
2
0
）

も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
生
を
支
え
る
原
点
を
見
定
め

る
」
こ
と
が
出
来
ず
「
歩
行
困
難
」
に
陥
る
の
は
、
扁
理
に
限
ら
ず
細
木

夫
人
や
絹
子
か
ら
も
読
み
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
扁
理
の
旅
立
ち
を
契
機
に
三
人
の
く
生
の
揺
れ
V
は
、
解
消

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
引
用
し
た
扁
理
の
旅
立
ち
の
場
面
の

よ
う
に
、
扁
理
は
絹
子
を
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
」
の
顔
に
重
ね

な
が
ら
想
起
す
る
こ
と
で
、
彼
女
へ
の
愛
を
自
覚
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
扁
理
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
乱
雑
」
な
「
生
活
様
式
」
を

送
っ
て
き
た
「
都
会
」
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
絹
子
を
「
ラ
フ
ァ
ェ

ロ
の
描
い
た
天
使
」
と
い
う
確
固
た
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
認
識
し
、

彼
女
へ
の
愛
も
自
覚
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
扁
理
は
、
「
死
ん
だ

九
鬼
が
自
分
の
裏
側
に
た
え
ず
生
き
て
ゐ
て
、
い
ま
だ
に
白
分
を
力
強
く

支
配
し
て
ゐ
る
甲
」
と
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
つ
た
こ
と
が
自
分

の
生
の
乱
雑
さ
の
原
因
で
あ
つ
た
こ
と
を
」
理
解
し
出
す
。
こ
の
よ
う

に
、
扁
理
は
、
「
九
鬼
の
死
」
を
見
定
め
る
事
で
、
「
生
の
乱
雑
さ
」
を
解

消
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
絹
子
は
、
扁
理
へ
の
愛
を
自
自
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
中
の

「
女
と
し
て
の
感
情
」
を
白
覚
し
、
か
つ
て
細
木
夫
人
が
九
鬼
を
愛
し
た

よ
う
に
一
人
の
男
を
愛
す
る
女
性
と
し
て
、
細
木
夫
人
と
向
き
含
う
ま
で

白
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
細
木
夫
人
は
、
絹
子
の
こ
の
「
女
ら
し
い
感

情
」
の
自
覚
を
、
「
心
理
作
用
の
反
作
用
」
の
よ
う
に
受
け
と
め
「
白
分

の
な
か
に
長
い
甲
」
と
眠
つ
て
ゐ
た
女
ら
し
い
感
情
が
、
再
び
目
ざ
め
だ
し

た
や
う
に
感
じ
」
だ
す
。
そ
れ
と
共
に
、
絹
子
の
「
河
野
さ
ん
は
死
ぬ
ん

ぢ
や
な
く
つ
て
？
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、

　
　
二
人
は
そ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
黙
つ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
そ
の
沈
黙
が
、

　
　
絹
子
の
今
し
が
た
言
つ
た
恐
し
い
言
葉
を
、
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
肯
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定
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
さ
う
に
な
つ
た
時
、
細
木
夫
人
は

　
　
や
う
や
く
自
分
の
母
と
し
て
の
義
務
を
取
り
戻
し
た

の
で
あ
る
。
細
木
夫
人
は
、
扁
理
が
離
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
忘
れ
て
い
た

「
女
ら
し
い
感
情
」
と
共
に
、
「
母
と
し
て
の
義
務
」
を
受
け
入
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
作
晶
は
最
後
の
場
面
へ
と
向
か
う
。

　
河
野
扁
理
に
は
じ
め
て
会
つ
た
時
か
ら
、
夫
人
に
、
彼
の
生
の
な

　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
い
と

か
に
は
九
鬼
の
死
が
緯
の
や
う
に
織
り
ま
ざ
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
、
そ

し
て
そ
れ
が
彼
を
し
て
死
に
見
入
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
が
や
う
や
く

分
か
る
や
う
な
不
幸
な
青
年
に
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
を
見
抜
か
せ
た
と

こ
ろ
の
、
一
種
の
鋭
い
直
覚
が
、
い
ま
再
び
彼
女
の
な
か
に
蘇
つ
て

来
な
が
ら
、
さ
う
い
ふ
扁
理
の
不
幸
を
絹
子
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
一
ラ
ド
ツ
ク
ス

は
、
い
主
言
つ
た
や
う
な
ご
く
簡
単
な
逆
説
だ
け
で
充
分
で
あ
る
こ

と
を
彼
女
に
知
ら
せ
た
の
だ
。

「
さ
う
か
し
ら
…
…
」

　
絹
子
は
さ
う
答
へ
な
が
ら
、
始
め
は
ま
だ
何
処
か
し
ら
苦
痛
を
お

び
た
表
情
で
、
彼
女
の
母
の
顔
を
見
あ
げ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の

う
ち
に
ぢ
つ
と
そ
の
母
の
古
び
た
神
々
し
い
顔
に
見
入
り
だ
し
た
そ

の
少
女
の
眼
ざ
し
は
、
だ
ん
だ
ん
と
古
画
の
な
か
で
聖
母
を
見
あ
げ

て
い
る
幼
児
の
そ
れ
に
似
て
ゆ
く
や
う
に
思
は
れ
た
。

　
作
品
の
ラ
ス
ト
・
シ
i
ン
は
、
絹
子
が
細
木
夫
人
の
説
い
た
扁
理
の
生

の
在
り
方
を
理
解
し
た
事
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
扁
理
が
「
死
に
屍

入
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
が
よ
う
や
く
分
か
る
や
う
な
不
幸
な
青
年
」
で
あ

る
と
い
う
細
木
夫
人
の
理
解
は
、
そ
の
ま
ま
旅
の
場
面
で
扁
理
が
、
「
一

つ
の
死
」
が
「
自
分
の
生
の
裏
側
に
」
「
た
え
ず
生
き
て
い
る
」
の
を
気

づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
き
い
き
と
自
分
の
心
臓
の
鼓
動
す
る
の
を
感

じ
出
し
て
」
い
く
と
い
う
、
自
己
認
識
と
同
一
で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、

扁
理
が
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
「
苦
痛
を
お
び
た
表
情
」
か

ら
、
「
だ
ん
だ
ん
」
幼
児
の
「
眼
ざ
し
」
に
変
化
し
て
い
く
絹
子
の
様
子

は
、
彼
女
が
細
木
夫
人
の
言
葉
を
理
解
し
得
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
扁
理
が
己
の
生
の
裏
側
に
あ
る
死
を
見
い
だ
し
、
細
木
夫
人
と

絹
子
が
そ
の
よ
う
な
扁
理
の
生
の
在
り
方
を
共
に
理
解
し
て
い
る
こ
と

で
、
作
中
人
物
三
人
の
相
互
理
解
、
連
帯
感
が
最
終
的
に
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
杢
二
人
の
相
互
理
解
は
、
「
古
画
の
な
か

で
聖
母
を
見
あ
げ
て
い
る
幼
児
」
と
い
う
視
覚
的
な
タ
ブ
ロ
ー
に
よ
っ
て

示
さ
れ
て
い
る
が
、
ヂ
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
扁
理
の
夢
の
中
で
九
鬼
が
扁
理
に

指
し
示
し
た
聖
母
の
顔
が
細
木
夫
人
に
、
幼
児
の
顔
が
網
子
に
な
っ
て
い

る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
家
族
と
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
〈
聖
家
族
V
と
は
、

こ
の
ラ
ス
ト
・
シ
i
ン
で
達
成
さ
れ
る
三
人
の
精
神
的
つ
な
が
り
を
そ
の

内
実
と
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
作
品
の
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
以
前
に
は
、
九
鬼
の
死
後
、
開
始
さ
れ
る
三

人
の
人
間
関
係
の
ズ
レ
と
各
々
の
生
、
或
い
は
心
の
揺
れ
が
、
心
理
分
析

を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
作
中
扁
理
の
夢
の
場
面
や
ラ
ス

ト
・
シ
ー
ン
で
示
さ
れ
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
筆
に
よ
る
「
聖
家
族
」
画
と
は
、

そ
れ
ま
で
語
ら
れ
て
い
た
変
動
す
る
人
問
心
理
の
無
い
、
統
一
し
調
和
の

取
れ
た
世
界
で
あ
り
、
心
理
分
析
が
入
り
込
め
な
い
堅
固
な
世
界
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
作
中
、
主
に
語
ら
れ
る
部
分
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
揺
れ

動
く
心
理
の
分
析
と
い
う
方
法
と
は
、
位
相
を
異
に
す
る
世
界
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ス
ト
・
シ
ー
ン
で
細
木
夫
人
と
絹
子
を
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こ
の
堅
固
な
タ
ブ
ロ
ー
の
世
界
に
収
赦
さ
せ
る
事
で
物
語
自
体
を
完
結
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
論
の
分
析
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
『
聖
家
族
』
で

用
い
ら
れ
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
を
実
際
の
絵
と
照
合
し
て
み
た
結

果
、
堀
辰
雄
は
特
定
の
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
の
イ
メ
ー
・
ジ
を
そ
の
ま
ま
表
現

し
て
い
る
の
は
な
く
、
作
品
内
容
に
合
わ
せ
て
変
容
さ
せ
な
が
ら
採
り
い

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
一
点
の
絵
の
イ
メ
ー
ジ
を
捉
示

す
る
た
め
で
は
な
く
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
描
い
た
絵
画
の
全
体
的
な
印
象
を

も
ち
い
る
た
め
で
あ
っ
た
と
、
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
堀
辰
雄
に
お

け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
理
解
を
、
当
時
最
も
影
響
を
受
け
て
い
た
ピ
カ
ソ
と
ラ

デ
ィ
ゲ
の
ア
ン
グ
ル
受
容
を
媒
介
に
見
て
み
る
と
、
堀
辰
雄
に
お
い
て
ア

ン
グ
ル
や
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が
彼
が
提
噌
し
た
古
典
主
義
の
底
辺
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
古
典
主
義
は
、
創
作
方
法
と
関
わ
っ
て
く
る

が
、
ア
ン
グ
ル
を
介
し
て
窺
え
て
く
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
は
、
理
想
に
よ
っ
て

調
和
の
と
れ
た
絵
画
の
世
界
、
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
が

描
い
た
絵
画
の
特
徴
と
し
て
「
冷
た
さ
」
と
「
堅
固
さ
」
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
以
上
の
堀
辰
雄
に
お
け
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
受
容
を
踏
ま
え
て
作

品
を
分
析
す
る
と
、
作
中
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
絵
画
は
、
堅
固
な
人
間
関
係

の
連
帯
感
－
精
神
的
つ
な
が
り
ー
を
表
象
し
て
い
る
と
、
捉
え
ら
れ
る
。

堀
辰
雄
が
、
『
聖
家
族
』
で
ラ
フ
ァ
エ
ロ
を
用
い
た
の
は
、
古
典
へ
の
回

帰
で
は
な
く
、
ピ
カ
ソ
や
ラ
デ
ィ
ゲ
等
の
新
し
い
芸
術
作
品
が
持
っ
て
い

る
、
堅
固
さ
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
各
。

門
注
】

↑
一
中
村
真
一
郎

『
芥
川
龍
之
介
』
昭
和
二
九
年
一
〇
月
、
要
選
書

一
2
一
「
堀
辰
雄
「
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
」
と
「
聖
家
族
」
」
『
国
文
学
漢
文
学
論
叢
』
昭

　
　
和
四
六
年
三
月

（
3
）
伊
藤
整
（
「
解
説
」
『
現
代
日
本
小
説
大
系
　
五
三
巻
』
昭
和
二
六
年
四
月
、
河
出

　
　
書
房
一
も
、
「
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
画
題
を
小
説
の
表
題
に
掲
げ
た
た
め
に
、
整
含
健

　
　
を
性
急
に
示
す
よ
う
な
最
後
の
一
文
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
希
薄
な

　
　
も
の
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
批
評
し
て
い
る
。

一
4
一
山
室
静
「
聖
家
族
」
『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
六
年
三
月

一
5
一
西
原
千
博
『
堀
辰
雄
試
解
』
平
成
一
二
年
一
〇
月
、
蒼
丘
書
林

（
6
）
「
聖
家
族
と
は
、
御
子
イ
エ
ス
、
聖
母
マ
リ
ア
、
聖
ヨ
セ
フ
の
こ
と
。
幼
－
臼
几
の
頃

　
　
の
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
（
言
ぎ
ま
⑫
b
d
陣
呂
色
も
、
母
親
の
聖
エ
リ
ザ
ベ
ト
や
マ

　
　
リ
ア
の
母
の
聖
ア
ン
ナ
と
同
じ
よ
う
に
、
同
題
の
絵
画
に
登
場
す
る
一
」
と
が
あ

　
　
る
。
」
一
中
山
理
『
キ
リ
ス
ト
教
美
術
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
平
成
九
年
六
月
、
大
修
館

　
　
書
店
）

一
7
一
『
聖
家
族
』
初
出
に
は
「
ヨ
ハ
ネ
」
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
改
稿
の
際
、
削
除

　
　
さ
れ
て
い
る
。

一
8
一
「
一
八
世
紀
に
施
さ
れ
た
上
部
の
上
書
き
は
、
一
九
世
紀
末
に
入
っ
て
取
り
除
か

　
　
れ
る
一
」
と
に
な
っ
た
。
ぎ
箏
忍
ぎ
『
は
、
o
o
邑
邑
9
零
ξ
の
古
い
複
写
で
見
ら

　
　
れ
る
よ
う
に
本
来
は
天
使
の
群
れ
が
頭
上
に
描
か
れ
て
あ
っ
た
が
、
キ
ャ
ン
バ

　
　
ス
の
一
部
と
共
に
剥
が
れ
、
o
易
ω
①
缶
o
ユ
ギ
ャ
ラ
リ
に
所
蔵
さ
れ
る
時
に
、
そ
の

　
　
都
分
が
上
塗
り
さ
れ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。
一
引
用
者
訳
一
」
魯
O
ぎ
＆
O
O
O
ぎ

　
　
門
冒
①
8
冒
亘
g
①
o
巴
註
潟
ω
o
沽
震
昌
凹
g
お
㊦
p
寿
己
婁
置
創
陣
z
甘
8
－
ω
§
）

（
9
）
作
申
で
示
さ
れ
る
聖
母
と
幼
児
と
の
構
図
は
、
「
カ
ニ
ジ
ャ
i
二
の
聖
家
族
」
画

　
　
で
は
合
致
し
な
い
。

（
玉
o
）
印
o
ξ
寝
彗
｛
o
畠
吋
①
竃
①
『
①
序
o
邑
冒
く
冒
馬
ご
く
窃
叫
邑
ぎ
『
尿
o
｛
寓
げ
ぎ
＆

　
　
ぎ
σ
q
g
o
察
創
肉
名
｝
需
ご
（
H
o
o
胃
一
①
8
お
①
b
d
Φ
－
彗
煎
ω
o
易
）
で
は
、
今
日
「
美
し

　
　
き
女
庭
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
聖
母
子
像
に
「
饒
O
気
句
§
ξ
（
旨
9
嘗
島
邑
⑯
星
」

　
　
と
い
う
題
を
付
け
て
い
る
。
こ
の
絵
は
、
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
古
典
様
式

　
　
修
業
の
た
め
の
聖
母
子
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
構
図
の
第
三
作
で
、
一
」
こ
に
そ
の
究
極

　
　
の
完
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
さ
れ
て
い
る
。
一
若
桑
み
ど
り
、
『
ラ

　
　
フ
ァ
エ
ル
ロ
』
昭
和
六
三
隼
三
月
、
新
潮
社
一
。
ま
た
、
霊
邑
ρ
穴
畠
o
身
の

　
　
『
竈
馨
ご
ρ
⑩
員
弓
ρ
俸
甲
O
し
凹
鼻
一
の
表
紙
に
な
っ
て
い
る
等
、
ラ
フ
ァ
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u
）

15 1雀 13 1217 1620 19 18

エ
ロ
の
聖
母
子
像
の
な
か
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
一
枚
で
あ
る
。

塩
谷
純
「
マ
ド
ン
ナ
の
ま
な
ざ
し
　
明
治
の
美
人
画
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
『
美
人

画
の
誕
生
』
平
成
九
年
、
山
種
美
術
館

エ
ル
・
グ
レ
コ
を
言
及
す
る
場
合
は
、
コ
ク
ト
ー
の
孫
引
き
に
な
っ
て
い
る
。

拙
論
「
堀
辰
雄
「
風
景
」
論
」
『
稿
本
近
代
文
学
』
一
平
成
ニ
ニ
年
一
二
月
一

「
す
こ
し
独
断
的
に
」
『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
和
五
年
四
月
二
八
日

「
ピ
カ
ソ
が
ア
ン
グ
ル
や
コ
ロ
ー
を
思
わ
せ
る
と
き
は
、
僕
た
ち
の
鶏
鵡
が
歌
う
。

し
か
し
彼
が
遼
ざ
か
ろ
う
と
す
る
と
、
猿
が
怒
り
だ
す
。
こ
ん
な
嫌
ら
し
い
動
物

ど
も
は
、
殺
し
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
」
。
一
「
無
秩
序
と
考
え
ら
れ
た
秩
序
に
つ

い
て
」
一

注
（
1
5
）
に
同
じ
。

「
ア
ン
グ
ル
と
立
体
派
」
『
ゴ
ー
ロ
ワ
』
一
九
二
一
年
五
月
。
引
用
は
『
レ
i
モ

ン
ニ
フ
デ
ィ
ゲ
全
集
』
（
昭
和
五
一
年
二
一
月
、
東
京
創
元
社
一
に
拠
る
。

植
田
壽
蔵
、
大
正
一
四
年
、
岩
波
書
店

「
オ
ル
フ
ェ
」
『
文
学
』
昭
和
四
年
一
一
月

注
（
2
）
に
同
じ
。

　
な
お
、

年
二
月
一

本
文
の
引
用
は
、

に
よ
っ
た
。

筑
摩
書
房
版
『
堀
辰
雄
全
集
』

一
昭
和
五
二

一43一

一
ユ

ゼ
ェ
ジ
ン
　
筑
波
大
学
犬
学
院
博
士
課
程

　
　
　
文
芸
・
言
語
研
究
科
　
日
本
文
学
）
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