
学
生
自
由
投
稿
(
翻
訳
)

ア
ン
ガ
ジ
ユ
マ
ン

イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
に
お
け
る
社
会
参
　
加
と
象
徴
主
義
的
表
現
様
式

あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
=
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
大
作
家
か
ら
見
た
世
紀
転
換
期
ウ
ィ
ー
ン

原
著
　
カ
ー
テ
ィ
ア
･
シ
ュ
-
ウ
ル
ム
=
シ
ュ
ナ
-
ブ
ル

訳
･
解
題
　
三
田
順

イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
　
(
l
八
七
六
-
一
九
1
八
)
は
ス
ロ
グ
ニ
t
ヤ
(
1
)
の
首
都
-
ユ
ブ
-
ヤ
ー
ナ
(
L
j
u
b
l
j
a
n
a
)
　
か
ら
西
に
一
二
十
キ
ロ
程
離
れ

た
街
､
ヴ
ル
フ
ニ
カ
　
(
V
r
h
n
i
k
a
)
　
で
l
八
七
六
年
五
月
一
〇
日
に
誕
生
し
た
O
子
だ
-
さ
ん
の
貧
し
い
職
人
の
家
に
生
ま
れ
た
が
､
優
秀
で
あ
っ
た

た
め
奨
学
金
を
得
て
-
ユ
プ
-
ヤ
ー
ナ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
通
-
こ
と
が
で
き
た
｡
一
八
九
六
年
に
大
学
人
学
資
格
試
験
に
合
格
す
る
と
'
学
業
の
た

め
ウ
ィ
ー
ン
に
行
-
が
す
ぐ
に
大
学
を
や
め
へ
　
自
由
な
文
筆
家
と
し
て
ウ
ィ
ー
ン
に
定
住
す
る
O
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
〇
九
年
に
掛
け
て
ツ
ァ
ン
カ

ル
は
ウ
ィ
ー
ン
で
書
き
､
ウ
ィ
ー
ン
を
生
き
た
o
　
こ
の
十
年
あ
ま
り
の
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
界
の
動
向
に
通
じ
た
ツ
ァ
ン
カ
ル
ほ
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ

ヤ
の
文
学
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
伝
統
に
導
-
こ
と
に
な
る
｡

他
の
　
(
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
)
作
家
と
は
異
な
り
､
ウ
ィ
ー
ン
で
洗
練
さ
れ
た
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
根
本
的
､
質
的
に
画
期
的
な
改
革
を
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の

ア
ン
ガ
ジ
ユ
マ
ン

文
学
へ
　
文
化
お
よ
び
政
治
に
も
た
ら
し
得
た
O
彼
の
芸
術
的
へ
　
社
会
的
へ
政
治
的
､
そ
し
て
民
族
的
参
　
加
は
7
貫
し
て
そ
の
文
学
作
品
で
実
を
結

ん
で
お
り
､
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
次
元
に
お
い
て
極
め
て
意
識
的
に
､
卓
越
し
た
手
法
で
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
場
合
､
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言
葉
の
芸
術
　
-
　
言
語
芸
術
作
品
　
-
　
は
作
者
の
関
心
事
を
表
現
す
る
手
段
と
し
て
の
み
あ
る
の
で
は
な
-
､
そ
こ
で
は
言
語
自
体
も
ま
た
自
立
し
た

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

芸
術
的
次
元
を
保
っ
て
い
る
.
こ
の
芸
術
的
次
元
は
表
面
的
に
は
自
身
の
た
め
へ
　
そ
し
て
ま
た
言
語
の
中
の
言
語
と
し
て
　
ー
　
ま
さ
に
芸
術
作
品
と
し

て
　
ー
　
自
発
的
に
存
在
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
象
徴
主
義
的
方
向
性
､
つ
ま
り
象
徴
主
義
の
詩
的
へ
　
美
学
的
原
理
に
端
を
発
し
て
お
り
へ

ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
文
学
に
お
い
て
彼
は
ま
さ
に
象
徴
主
義
を
代
表
す
る
作
家
と
な
っ
た
｡
そ
し
て
さ
ら
に
は
へ
　
こ
の
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
象
徴
主
義
自
体
に
新

ア

ン

ガ

ジ

ユ

マ

ン

た
な
る
次
元
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
そ
れ
が
詩
的
表
現
様
式
と
し
て
の
社
会
政
治
的
参
　
加
で
あ
る
(
-
.
)
サ
一
貫
し
て
ツ
ァ
ン
カ
ル
は

ア
ン
ガ
ジ
ユ
マ
ン

言
語
を
自
立
し
た
美
学
的
次
元
と
考
え
て
い
る
｡
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
参
　
加
は
言
語
芸
術
作
品
に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
そ
の
際
表
現
力

は
失
わ
れ
ず
に
む
し
ろ
強
化
さ
れ
る
｡
な
ぜ
な
ら
へ
　
こ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
神
話
に
お
い
て
そ
-
で
あ
っ
た
よ
う
に
(
2
)
､
社
会
批
判
的
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
魔
術
的
な
力
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
魔
術
的
な
力
を
得
た
言
葉
は
人
間
を
全
体
的
に
掌
握
し
､
単
な
る
情
報
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
読
者
に
追

体
験
へ
　
共
時
体
験
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
｡
そ
し
て
さ
ら
に
は
読
者
を
出
来
事
の
呪
縛
圏
内
に
取
り
込
み
､
驚
き
を
与
え
る
の
で
あ
る
｡

若
き
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
ま
だ
故
郷
の
学
校
で
学
ん
で
い
た
'
一
八
九
一
年
か
ら
一
八
九
六
年
に
わ
た
る
初
期
の
創
作
期
は
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
古
典
文
学

の
伝
統
に
多
-
を
負
っ
て
い
る
が
'
社
会
的
へ
　
民
族
的
差
別
に
対
す
る
彼
の
強
い
感
受
性
が
す
で
に
見
受
け
ら
れ
る
｡
し
か
し
ツ
ァ
ン
カ
ル
自
身
が
資

本
主
義
の
拡
大
に
よ
っ
て
貧
困
化
し
た
層
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
こ
れ
は
驚
く
に
値
し
な
い
｡
当
時
ス
ロ
グ
ユ
ニ
ヤ
経
済
で
際
だ
っ
て
い

た
の
は
'
住
民
の
大
部
分
を
占
め
る
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
の
困
窮
状
態
で
あ
っ
た
.
そ
の
結
果
彼
ら
の
言
語
へ
　
さ
ら
に
は
文
化
も
ま
た
へ
　
そ
の
存
在
を
深

刻
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
確
か
に
オ
ー
ス
-
-
ア
-
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
で
は
1
八
七
六
年
に
｢
諸
民
族
の
同
権
に
つ
い
て
の
基
本
法
S
t
a
a
t
s
-

g
r
u
n
d
g
e
s
e
t
z
｣
が
公
布
さ
れ
て
は
い
た
が
､
そ
れ
は
適
用
以
前
に
実
効
力
を
奪
わ
れ
て
い
た
た
め
'
依
然
と
し
て
ド
イ
ツ
民
族
が
主
導
権
を
握
っ
て

お
り
へ
資
本
も
彼
ら
の
手
中
に
あ
っ
た
(
ォ
)
-
だ
が
､
わ
ず
か
な
が
ら
も
存
在
し
て
い
た
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
市
民
階
級
は
そ
の
危
険
性
を
見
抜
か
ず
に

党
派
間
の
些
細
な
争
い
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
､
リ
ベ
ラ
ル
と
カ
J
･
リ
ッ
ク
保
守
間
の
対
立
へ
　
ま
た
見
せ
か
け
の
古
い
道
徳
観
を
守
る
た
め
に
民
族
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
浪
費
し
て
い
た
｡
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
中
央
権
力
は
三
月
前
期
(
二
)
の
色
濃
い
旧
弊
な
官
僚
機
構
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
は
依
然
十
分
に
機
能

し
て
い
た
｡
彼
ら
ド
イ
ツ
人
支
配
層
に
と
っ
て
'
実
質
の
な
い
政
治
的
自
由
を
ち
ら
つ
か
せ
て
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
の
市
民
階
級
を
己
が
目
的
に
利
用
し
'

彼
ら
を
小
市
民
レ
ベ
ル
に
留
め
て
お
く
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
｡
農
民
と
経
営
者
の
貧
困
化
は
国
外
へ
の
集
団
移
住
を
生
ぜ
し
め
､
こ
れ
は
人
口
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統
計
学
上
憂
慮
す
べ
き
規
模
に
ま
で
達
し
た
｡
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
大
学
校
の
不
足
と
外
国
資
本
の
優
位
は
自
立
し
た
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
市
民
階
級
を
生
み

出
す
こ
と
を
妨
げ
た
o
数
少
な
い
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
市
民
階
級
は
自
ら
を
エ
リ
ー
ト
と
見
な
し
､
自
民
族
を
文
化
的
へ
道
徳
的
に
支
配
す
る
シ
竺
ア
ム

を
作
り
上
げ
た
｡
し
か
し
彼
ら
は
そ
れ
が
ド
イ
ツ
人
に
よ
る
中
央
権
力
の
抑
圧
機
構
を
模
倣
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
､
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
た
ち
が
自
民

族
に
お
い
て
同
じ
抑
圧
機
構
を
実
践
し
'
ド
イ
ツ
人
中
央
権
力
の
手
先
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
全
-
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
｡
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
ス
ラ

グ
民
族
を
植
民
地
と
し
て
搾
取
し
て
お
り
､
な
お
も
そ
れ
を
推
進
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
権
力
側
の
ド
イ
ツ
人
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
､

経
済
的
開
放
の
前
段
階
と
な
り
得
た
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
の
文
化
的
自
立
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
O
)
-

幻
視
的
作
家
で
あ
る
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
'
故
郷
と
民
族
間
の
矛
盾
し
た
状
況
を
早
-
か
ら
認
識
し
て
お
り
､
中
央
権
力
と
こ
れ
に
よ
っ
て
操
ら
れ
た

(
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
)
市
民
階
級
に
よ
る
二
重
の
抑
圧
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
を
育
ん
で
い
っ
た
｡
己
が
民
族
の
政
治
的
､
社
会
的
状
況
を
作
品
に
取

り
入
れ
る
と
共
に
､
社
会
政
治
的
取
り
組
み
を
そ
の
言
語
芸
術
作
品
の
題
材
と
す
る
こ
と
で
､
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
作
品
は
政
治
的
な
役
割
を
も
果
た
す
こ

と
に
な
っ
た
｡
そ
の
際
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
大
胆
に
も
象
徴
主
義
の
詩
的
原
則
を
用
い
て
い
る
｡
そ
の
原
則
に
よ
れ
ば
'
詩
文
は
物
の
価
値
を
転
化
さ
せ
る

の
で
､
あ
ら
ゆ
る
題
材
　
-
　
最
も
醜
悪
な
も
の
で
す
ら
I
が
詩
的
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
.
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
現
実
世
界
が
象
徴
の
世
界

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

と
結
び
つ
く
､
か
の
照
　
応
を
生
み
出
す
術
を
心
得
て
お
り
､
現
実
世
界
を
精
神
的
'
道
徳
的
次
元
へ
と
導
く
｡
こ
-
し
た
背
景
か
ら
ツ
ァ
ン
カ
ル

コ
レ
ス
ボ
ン
ダ
ン
ス

文
学
の
登
場
人
物
た
ち
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
､
ま
さ
に
こ
-
し
た
文
学
的
表
現
内
容
の
複
雑
さ
'
作
品
の
持
つ
照
　
応
と
詩
的
結
合
の
難
解
さ
ゆ
え

に
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
当
時
ご
-
わ
ず
か
し
か
理
解
者
を
得
ず
'
(
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
)
　
批
評
家
は
彼
の
作
品
を
極
め
て
不
快
に
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
本
質
的
に
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
芸
術
家
で
あ
り
､
そ
の
芸
術
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
母
国
語
で
あ
る
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
で
伝

達
し
た
｡
そ
の
際
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
ス
ロ
グ
ユ
ニ
ヤ
語
に
手
を
加
え
､
磨
き
上
げ
､
質
を
高
め
た
こ
と
で
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
は
詩
的
言
語
と
し
て
自
立

し
た
芸
術
的
次
元
を
有
す
る
に
至
っ
た
｡
そ
し
て
こ
の
詩
的
言
語
に
お
い
て
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
〓
云
術
家
と
し
て
個
人
的
へ
　
民
族
的
な
体
験
を
加
工
し
､

そ
こ
に
普
遍
妥
当
的
意
味
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
あ
る
民
族
共
同
体
に
属
す
る
一
人
の
人
間
の
体
験
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
共
同
体
は
当
時
独
立

を
勝
ち
得
て
お
ら
ず
､
そ
の
生
活
圏
は
ハ
ブ
ス
プ
ル
ク
帝
国
の
領
域
内
に
あ
っ
て
植
民
地
の
ご
と
-
扱
わ
れ
､
搾
取
さ
れ
て
い
た
｡
こ
-
し
た
体
験
か

ら
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
類
の
不
当
さ
に
対
し
鋭
敏
で
あ
り
､
そ
れ
が
屈
辱
と
侮
辱
を
受
け
た
人
々
の
擁
護
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
-
と
共
に
'
自
ら
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の
芸
術
的
信
条
を
倫
理
的
に
守
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
と
深
-
結
び
つ
い
た
作
家
で
あ
っ
た
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
し
か
し
､
l
九
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
た
長
編
H
i
s
a
M
a
r
i
j
e
P
o
m
o
n
i
c
e
(
『
マ

リ
ヤ
･
ポ
モ
ツ
ニ
ッ
ァ
の
家
』
)
(
"
=
)
に
お
い
て
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
の
民
族
的
枠
組
み
を
あ
ら
ゆ
る
点
で
超
え
て
い
る
｡
物
語
の
素
材
､
モ
テ
ィ
ー

フ
､
主
題
は
彼
の
故
郷
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
で
は
な
く
　
当
時
の
ハ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
首
都
へ
　
ウ
ィ
ー
ン
の
現
実
社
会
に
基
づ
い
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
こ

で
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
読
者
に
提
示
す
る
ウ
ィ
ー
ン
と
は
､
世
紀
転
換
期
と
い
-
l
時
期
に
侮
辱
さ
れ
屈
辱
を
受
け
た
者
た
ち
の
符
で
あ
る
o

こ
の
言
語
芸
術
作
品
た
め
に
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
取
り
入
れ
た
文
学
的
様
式
は
'
世
紀
転
換
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
界
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'

彼
は
そ
れ
を
洗
練
さ
せ
た
だ
け
で
な
-
'
作
家
個
人
の
視
点
と
想
像
力
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
｡
こ
の
こ
と
は
大
学
や
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー

(
共
に
当
時
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
人
が
要
求
し
て
い
た
)
　
は
無
論
の
こ
と
､
母
国
語
に
よ
る
十
分
な
学
校
教
育
す
ら
中
央
権
力
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

一
民
族
に
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
属
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
彼
が
同
時
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
文
芸
運
動
に
加
え
､
思
想
界
の
潮
流
を
も
把
握
し
､
吸
収

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
小
説
『
マ
-
ヤ
･
ポ
モ
ツ
ニ
ッ
ァ
の
家
』
で
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
現
実
的
な
物
語
の
中
に
象
徴
主
義
の
様
式
を
取
り
入
れ
､

7

ン

ガ

ジ

ユ

マ

ン

こ
の
様
式
を
自
身
の
社
会
参
　
加
に
よ
っ
て
拡
張
す
る
と
共
に
､
生
気
論
(
ベ
ル
ク
ソ
ン
'
エ
マ
-
ソ
ン
)
　
の
全
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
も

い
る
｡
こ
の
哲
学
的
視
点
に
よ
っ
て
彼
の
作
品
の
主
人
公
　
-
　
重
い
病
を
患
っ
た
十
四
人
の
幼
い
少
女
た
ち
　
-
　
は
現
実
社
会
の
困
難
を
克
服
し
､

(
そ
こ
で
奪
わ
れ
て
い
た
)
人
と
し
て
の
尊
厳
を
よ
り
高
み
に
あ
る
現
実
に
お
い
て
取
り
戻
す
の
で
あ
る
｡

物
語
の
舞
台
は
｢
慈
悲
の
友
の
家
｣
(
≡
)
と
い
う
名
の
ウ
ィ
ー
ン
一
七
区
に
あ
る
病
院
で
､
こ
こ
に
は
皮
膚
科
と
性
病
科
が
あ
る
｡
こ
の
三
階
の
一
室

で
十
四
人
の
少
女
た
ち
が
病
床
に
臥
し
て
い
る
｡
彼
女
ら
は
皆
､
避
け
よ
う
の
な
か
っ
た
生
活
環
境
か
ら
不
治
の
病
を
患
っ
て
い
る
｡
十
四
人
の
子
供

た
ち
は
ま
ず
'
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
社
会
で
個
人
の
権
利
が
全
-
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
子
供
と
い
う
存
在
を
総
体
と
し
て
象
徴
し
て
お
り
､
作
品
の

集
合
的
な
主
人
公
で
あ
る
｡
そ
し
て
同
時
に
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
､
十
四
人
の
少
女
各
自
の
運
命
を
も
描
き
出
し
て
い
る
｡
少
女
達
は
そ
れ
ぞ
れ
人
間
の
尊

厳
に
対
す
る
個
々
の
権
利
を
象
徴
し
､
彼
女
ら
は
特
徴
と
運
命
と
を
各
々
有
す
る
独
立
し
た
登
場
人
物
で
あ
る
｡

各
人
の
運
命
を
手
が
か
り
と
し
て
､
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
ウ
ィ
ー
ン
の
家
庭
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
貧
困
､

豊
か
さ
に
起
因
し
た
荒
廃
､
性
の
乱
れ
､
暴
力
､
強
姦
な
ど
で
'
こ
う
し
た
状
況
が
子
供
た
ち
を
結
果
と
し
て
病
に
至
ら
し
め
る
｡
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
取
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り
上
げ
る
極
端
な
状
況
下
で
､
子
供
た
ち
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
初
め
か
ら
そ
の
子
供
ら
し
さ
を
喪
失
し
て
お
り
､
肉
体
的
に
不
具
に
さ
れ
へ

不
治
の
病
に
倒
れ
た
少
女
た
ち
は
病
院
の
l
室
で
死
に
向
か
っ
て
衰
弱
し
っ
つ
あ
る
｡
子
供
た
ち
の
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
て
お

り
､
彼
女
ら
も
ま
た
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
｡
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
社
会
的
な
背
景
と
､
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
結
末
と
を
残
酷
な
ま
で
の
率
直
さ
で
描
き
出

し
'
物
の
価
値
を
象
徴
的
に
変
容
さ
せ
て
い
る
o
　
あ
ら
ゆ
る
醜
悪
な
も
の
､
悲
劇
的
な
も
の
は
そ
の
意
味
を
失
う
｡
と
い
う
の
も
､
作
中
少
女
た
ち
は

各
自
が
今
生
き
て
い
る
世
界
を
､
か
つ
て
の
生
が
排
除
さ
れ
た
新
し
い
次
元
で
､
超
越
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
完
全
性
に
お
い
て
体
験
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
昔
の
生
活
､
つ
ま
り
外
で
の
生
活
は
少
女
た
ち
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
失
い
､
彼
女
ら
は
人
間
の
尊
厳
を
取
り
戻
す
｡
子
供
た
ち
が
か

っ
て
生
き
､
苦
し
ん
だ
生
活
は
見
せ
か
け
の
現
実
に
過
ぎ
ず
'
そ
れ
は
外
界
に
､
す
な
わ
ち
病
室
の
外
に
あ
る
　
(
｢
-
-
街
の
ざ
わ
め
き
､
遠
く
の
､

生
活
の
は
る
か
の
彼
方
に
あ
る
街
か
ら
の
-
-
｣
)
｡
そ
し
て
彼
女
ら
に
と
っ
て
の
現
実
と
は
､
そ
の
想
像
力
を
も
っ
て
自
ら
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る

(
｢
-
-
そ
し
て
皆
が
立
ち
上
が
り
､
喜
び
に
満
ち
て
明
る
い
生
活
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
っ
た
｡
死
の
彼
方
に
あ
る
生
へ
と
-
-
｣
)
｡
死
は
恐
れ
を
も

た
ら
し
は
し
な
い
.
な
ぜ
な
ら
死
後
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
キ
-
ス
-
教
的
な
天
国
で
は
な
-
'
よ
り
高
次
の
現
実
だ
か
ら
で
あ
る
　
(
｢
　
　
復
活

祭
の
時
の
よ
う
な
明
る
い
笑
い
が
､
死
の
彼
方
に
あ
る
素
晴
ら
し
い
地
の
至
る
と
こ
ろ
に
満
ち
て
い
る
-
-
｣
)
｡
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
社
会
参
加
と
彼
の
芸

術
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
生
み
出
す
言
語
芸
術
で
は
'
読
者
は
そ
の
言
葉
の
持
つ
魔
力
に
よ
っ
て
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
描
-
人
間
に
魅
了
さ
れ
る
｡
こ
の
人
間
は
､

極
限
の
状
況
下
に
あ
っ
て
も
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
権
利
と
能
力
を
失
わ
な
い
｡
そ
し
て
ツ
ァ
ン
カ
ル
に
お
い
て
そ
の
人
間
と
は
子
供
で
あ
る
｡
抑
圧

さ
れ
､
寄
る
辺
も
権
利
も
失
っ
た
社
会
の
1
員
と
し
て
の
子
供
は
､
悲
劇
的
か
つ
心
揺
さ
ぶ
る
美
を
有
す
る
ツ
ァ
ン
カ
ル
文
学
の
金
字
塔
と
い
え
る
o

そ
し
て
人
間
の
尊
厳
を
ツ
ァ
ン
カ
ル
か
ら
授
け
ら
れ
た
の
は
｢
ウ
ィ
ー
ン
｣
　
の
子
供
で
あ
っ
た
｡

ツ
ァ
ン
カ
ル
は
我
々
に
全
く
異
な
っ
た
世
紀
転
換
期
ウ
ィ
ー
ン
を
見
せ
る
｡
こ
れ
は
ヘ
ル
マ
ン
･
プ
ロ
ッ
ホ
が
表
現
し
た
｢
ウ
ィ
ー
ン
の
陽
気
な
黙

示
録
｣
､
あ
る
い
は
カ
ー
ル
･
ク
ラ
ウ
ス
の
言
-
｢
カ
フ
ェ
･
デ
カ
ダ
ン
ス
･
モ
デ
ル
ネ
｣
　
に
没
頭
し
て
い
た
同
時
代
ド
イ
ツ
語
話
者
の
作
家
た
ち
か

ら
は
あ
ま
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
ウ
ィ
ー
ン
で
あ
る
｡

ツ
ァ
ン
カ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
的
表
現
様
式
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
'
自
身
の
芸
術
的
関
心
事
､
｢
真
実
の
最
も
高
次
の
理
念
｣
を
表
現
し
て
い

る
｡
こ
の
理
念
は
社
会
に
道
徳
的
な
振
る
舞
い
を
要
求
す
る
｡
一
見
写
実
的
な
描
写
は
象
徴
主
義
的
手
法
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
､
読
者
の
心
を
揺
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り
動
か
す
｡
第
1
章
は
玄
関
ホ
ー
ル
の
描
写
で
始
ま
る
｡
日
額
も
幼
い
少
女
が
病
院
に
運
ば
れ
て
-
る
そ
の
場
面
で
､
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
音
や
色
彩
､
ま
た

空
間
と
時
間
の
印
象
を
伝
達
し
て
い
る
O
　
加
え
て
､
そ
こ
に
は
対
立
す
る
イ
メ
ー
ジ
も
登
場
す
る
.
例
え
ば
'
病
院
の
壁
に
十
字
架
が
掛
け
ら
れ
て
い

る
が
､
裸
に
さ
れ
へ
　
血
に
ま
み
れ
た
キ
-
ス
I
は
､
限
り
な
-
穏
や
か
な
眼
差
し
を
投
げ
掛
け
て
い
る
｡
ま
た
､
壁
に
掛
か
っ
た
聖
人
の
絵
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
る
時
へ
描
か
れ
た
内
容
が
あ
ま
り
に
血
生
臭
く
描
写
さ
れ
る
た
め
へ
　
絵
の
有
す
る
宗
教
性
は
失
わ
れ
'
独
特
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
い

る
｡
あ
る
入
院
患
者
の
少
女
に
つ
い
て
は
､
傷
口
が
開
い
た
ま
ま
の
彼
女
の
顔
や
化
膿
し
た
唇
､
む
き
出
し
の
顎
骨
な
ど
が
極
端
な
ま
で
写
実
的
に
描

写
さ
れ
る
｡
し
か
し
'
酷
-
醜
い
容
貌
に
さ
れ
た
こ
の
少
女
が
｢
イ
エ
ス
･
キ
リ
ス
I
の
名
に
お
い
て
｣
と
穏
や
か
に
祈
り
の
結
び
の
言
葉
を
発
す
る

時
､
象
徴
主
義
的
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
｡

ツ
ァ
ン
カ
ル
は
象
徴
主
義
の
本
質
的
な
手
法
で
あ
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
用
い
て
い
る
｡

そ
し
て
こ
の
物
語
は
一
人
の
語
り
手
に
よ
っ
て
全
て
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
､
少
女
た
ち
の
　
｢
か
つ
て
の
｣
生
活
が
内
的
独
白
や
回
想
へ
　
夢
と

い
っ
た
形
で
現
れ
る
　
(
｢
そ
こ
で
の
生
活
は
滑
稽
な
ほ
ど
カ
ー
ニ
バ
ル
の
色
彩
に
満
ち
て
い
て
'
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た

-
-
｣
)
｡
｢
外
の
生
活
｣
が
病
室
に
侵
入
し
て
く
る
場
面
は
実
に
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
｡
あ
る
少
女
を
両
親
や
親
類
が
毎
週
日
曜
に
訪
ね
て
く

る
の
だ
が
､
こ
の
訪
問
者
は
少
女
ら
に
と
っ
て
む
し
ろ
煩
わ
し
く
　
少
女
た
ち
は
訪
問
者
を
し
の
ん
で
涙
を
流
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
'
家
に
戻
り
た
い

と
も
思
っ
て
い
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
彼
女
ら
は
す
で
に
己
が
現
実
を
見
出
し
て
お
り
､
｢
外
の
生
活
｣
は
彼
女
ら
の
現
実
を
脅
か
す
も
の
で
し
か
な
い
か

ら
で
あ
る
｡
こ
れ
を
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
カ
ナ
-
ア
の
挿
話
を
用
い
て
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
｡
こ
の
カ
ナ
-
ア
は
少
女
た
ち
と
病
室
で
平
和
に
暮
ら
し

て
い
た
が
､
｢
外
の
生
｣
　
-
　
あ
る
訪
問
者
の
手
　
-
　
が
彼
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
瞬
間
に
死
ん
で
し
ま
う
｡
そ
の
一
方
で
､
少
女
ら
が
｢
ア
ナ
ー
キ

ス
-
｣
と
名
づ
け
て
い
た
小
さ
な
雀
は
'
新
し
い
現
実
を
受
け
入
れ
ず
､
外
の
生
活
に
戻
ろ
う
と
欲
し
て
い
る
者
を
象
徴
し
て
お
り
､
外
の
生
活
を
望

ん
だ
故
に
雀
は
死
ぬ
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
日
曜
ご
と
に
病
室
に
現
れ
､
ご
-
わ
ず
か
な
施
し
を
横
柄
に
与
え
る
伯
爵
夫
人
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
い

わ
ゆ
る
上
流
社
会
の
見
せ
か
け
の
道
徳
観
は
と
り
わ
け
激
し
-
非
難
さ
れ
る
｡

ツ
ァ
ン
カ
ル
は
九
つ
の
章
で
十
四
人
の
幼
い
少
女
た
ち
の
人
生
を
読
者
に
提
示
す
る
｡
彼
女
ら
が
目
下
生
き
て
い
る
現
実
へ
　
つ
ま
り
病
院
で
の
生
活

か
ら
取
り
出
さ
れ
た
断
片
は
､
か
つ
て
の
外
の
生
活
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
共
に
交
互
に
現
れ
る
｡
そ
こ
で
当
時
の
ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
社
会
状
況
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が
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
露
骨
に
描
写
さ
れ
る
　
(
じ
め
じ
め
と
し
た
ウ
ィ
ー
ン
郊
外
の
住
居
､
宿
で
ベ
ッ
ド
だ
け
を
賃
借
り
し
て
生
活
す
る
労
働
者
､
ア

ル
コ
ー
ル
中
毒
､
社
会
的
窮
乏
ゆ
え
の
売
春
､
小
間
使
い
の
娘
や
自
分
の
子
供
を
陵
辱
す
る
裕
福
な
市
民
た
ち
､
結
婚
生
活
に
お
け
る
上
辺
だ
け
の
道

徳
感
-
-
)
｡
そ
こ
で
描
き
出
さ
れ
る
の
は
子
供
た
ち
を
病
へ
追
い
や
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
誤
っ
た
振
る
舞
い
で
あ
り
､
そ
れ
は
所
与
の
社
会
関
係
が
誘

発
し
､
育
ん
だ
も
の
で
あ
る
O
　
し
か
し
同
時
に
そ
の
病
の
お
か
げ
で
､
少
女
た
ち
は
か
つ
て
の
生
活
か
ら
逃
れ
得
た
の
で
あ
る
｡
以
前
の
生
活
は
外
の

世
界
に
留
ま
り
､
彼
女
た
ち
は
ク
リ
ス
マ
ス
に
す
ら
そ
こ
へ
戻
る
こ
と
を
も
は
や
望
ん
で
い
な
い
｡
子
供
た
ち
が
見
出
し
た
新
た
な
現
実
に
肉
体
的
痛

み
は
な
く
､
た
だ
別
の
次
元
へ
と
至
る
希
望
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡

彼
処
の
曇
り
な
い
空
は
果
て
し
な
-
､
全
て
が
穏
や
か
で
'
汚
れ
な
い
｡
そ
こ
に
は
青
々
と
し
た
草
原
､
色
と
り
ど
り
の
園
が
限
り
な
-
広
が
っ

て
い
る
-
-

し
か
し
な
が
ら
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
耳
を
傾
け
る
者
は
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
作
品
は
　
(
他
の
多
-
の
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
作
品
同
様
)
　
自
由
主
義
者
へ
　
聖

職
者
双
方
か
ら
の
激
し
い
批
判
を
浴
び
た
O
批
評
家
た
ち
は
'
｢
醜
悪
な
も
の
｣
を
読
者
に
直
視
さ
せ
る
こ
と
や
'
公
に
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
事

柄
を
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
見
る
こ
と
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
｡
あ
る
批
評
家
た
ち
は
ツ
ァ
ン
カ
ル
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
を
題
材
と
し
て
い
な

い
こ
と
で
不
快
に
感
じ
て
も
い
た
O
)
-
そ
し
て
こ
う
し
た
過
度
に
悪
意
に
満
ち
た
批
判
に
対
す
る
ツ
ァ
ン
カ
ル
の
回
答
が
'
一
年
後
に
出
版
さ
れ
た

中
箱
『
ユ
ー
デ
ィ
ッ
-
夫
人
G
o
s
p
a
J
u
d
i
t
l
(
-
)
で
あ
っ
た
o
　
そ
こ
に
寄
せ
た
文
学
的
な
序
文
で
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
批
評
家
た
ち
に
具
体
的
に
答
え
て
お

り
､
そ
の
攻
撃
的
文
章
は
社
会
と
､
そ
の
手
先
で
あ
る
文
芸
批
評
家
に
対
す
る
鋭
い
風
刺
と
冷
笑
に
満
ち
て
い
る
｡
し
か
し
全
体
的
に
言
っ
て
､
彼
の

回
答
は
『
ユ
ー
デ
ィ
ッ
-
夫
人
』
　
に
お
い
て
一
人
の
女
性
を
文
学
的
主
役
に
し
た
こ
と
に
あ
り
へ
　
こ
の
人
物
の
性
格
は
真
実
を
愛
す
る
心
と
道
徳
観
に

お
け
る
妥
協
の
な
さ
で
際
立
っ
て
い
る
の
だ
が
､
当
時
の
風
潮
で
は
彼
女
は
単
に
姦
通
者
や
娼
婦
と
見
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
-
0
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訳
註

(
一
)
　
日
本
語
の
表
記
と
し
て
は
英
語
を
基
に
し
た
　
｢
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ア
｣
　
が
あ

る
が
'
こ
こ
で
は
原
語
を
尊
重
し
｢
ス
ロ
グ
T
二
t
ヤ
S
l
o
v
e
n
i
j
a
｣
と

記
す
｡

原
註

(
-
)
M
･
J
a
h
n
i
c
h
e
n
,
Z
u
r
 
F
r
a
g
e
 
d
e
s
 
s
o
z
i
a
l
e
n
 
E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
i
m

S

y

m

b

o

l

i

s

m

u

s

･

I

n

‥

O

b

d

o

b

i

a

4

/

1

L

j

u

b

l

j

a

n

a

1

9

8

3

,

S

.

1

1

5

-

1

2

5

;

I

.

C

e

s

a

r

,

N

a

k

r

i

z

i

g

c

u

r

e

a

l

i

z

m

a

i

n

 

s

i

m

b

o

l

i

z

m

a

･

I

n

‥

O

b

d

o

b

j

a

4
/
2
L
j
u
b
l
j
a
n
a
1
9
8
3
,
S
.
1
5
5
-
1
8
3
.

(
<
*
O
 
A
.
G
o
l
j
e
v
S
c
e
k
.
M
i
t
 
v
 
s
l
o
v
e
n
s
k
i
 
l
j
u
d
s
k
i
 
p
e
s
m
i
.
L
j
u
b
l
j
a
n
a

1982,S.32-65.

(
3
)
　
そ
の
た
め
'
例
え
ば
一
八
六
四
/
五
年
の
段
階
に
お
い
て
ス
ロ
グ
ェ
ニ

ヤ
語
で
授
業
を
し
て
い
た
ケ
ル
ン
テ
ン
　
(
訳
者
註
‥
現
在
も
ス
ロ
グ
ェ

ニ
ヤ
人
少
数
民
族
の
住
む
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
地
方
｡
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ

語
で
は
コ
ロ
シ
ュ
カ
K
o
r
o
S
k
a
)
　
の
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
地
域
の
学
校
で

は
､
一
八
六
七
年
以
降
全
て
二
言
語
使
用
化
さ
れ
た
O
　
結
果
'
授
業
に

使
用
す
る
言
語
は
親
で
は
な
く
､
学
校
の
所
有
者
が
決
定
す
る
こ
と
と

な
っ
た
｡
比
較
資
料
‥
J
.
P
l
e
t
e
r
s
k
i
i
n
:
D
i
e
H
a
b
s
b
u
r
g
e
r
M
o
n
a
r
-

c
h
i
e
1
8
4
8
-
1
9
1
8
.
I
I
I
/
2
.
W
i
e
n
1
9
8
0
,
S
.
8
0
5
.

(
*
*
)
J
a
n
k
o
 
P
l
e
t
e
r
s
k
i
,
D
i
e
 
S
l
o
w
e
n
e
n
.
I
n
:
D
i
e
H
a
b
s
b
u
r
g
e
r
M
o
n
-

a
r
c
h
i
e
1
8
4
8
-
1
9
1
8
.
B
a
n
d
 
I
I
I
.
D
i
e
 
V
o
l
k
e
r
 
d
e
s
 
R
e
i
c
h
e
s
.
2
.
T
e
i
1
.

(
二
)
　
1
八
一
五
年
か
ら
1
八
四
八
年
ま
で
の
三
月
革
命
前
の
時
期
を
指
す
｡

(
≡
)
　
カ
-
リ
ッ
ク
系
団
体
の
一
｡
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W
i
e
n
1
9
8
0
,
S
.
8
0
1
-
8
3
8
･

(
5
)
　
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
小
説
の
ド
イ
ツ
語
翻
訳
版
は
『
慈
悲
の
友
会

の
家
』
　
(
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
-
/
ツ
ェ
ロ
ー
ヴ
ェ
ッ
ツ
'
D
R
A
V
A
,
一

九
九
六
年
)
　
で
あ
る
が
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
の
原
題
は
　
『
マ
リ
ヤ
･
ポ

モ
ツ
ニ
ッ
ァ
の
家
H
i
S
a
M
a
r
i
j
e
P
o
m
o
n
i
c
監
(
リ
ュ
ブ
-
ヤ
ー
ナ
'
l

九
〇
四
年
)
で
あ
る
｡
エ
ル
グ
ィ
ン
･
ケ
ス
ト
ラ
ー
(
E
r
w
i
n
K
o
s
t
l
e
r
)

に
よ
る
独
訳
は
三
十
巻
か
ら
な
る
校
訂
全
集
(
I
v
a
n
 
C
a
n
k
a
r
,

Z

b

r

a

n

o

d

e

l

o

 

1

-

3

0

L

j

u

b

l

j

a

n

a

1

9

6

7

-

1

9

7

6

)

　

の

第

1

　

1

巻

　

(

1

9

7

1

)

を
底
本
と
し
て
い
る
.
こ
の
全
集
は
Z
b
r
a
n
a
 
d
e
l
a
 
s
l
o
v
e
n
s
k
i
h
 
p
e
-

s
n
i
k
o
v
i
n
p
i
s
a
t
e
l
j
e
v
(
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
詩
人
と
小
説
家
の
作
品
集
)

シ
リ
ー
ズ
の
1
つ
と
し
て
出
版
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
D
r
z
a
v
n
a
 
s
a
l
o
z
b
a

S
l
o
v
e
n
i
j
e
 
v
 
L
j
u
b
l
j
a
n
a
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
へ
　
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
に

お
け
る
最
も
大
き
な
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
-
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
三
十
巻

に
も
及
ん
だ
ツ
ァ
ン
カ
ル
全
集
の
編
集
長
を
務
め
た
の
は
ア
ン
-
ン
･

オ
ツ
ゲ
ィ
ル
ク
　
(
A
n
t
o
n
 
O
c
v
i
r
k
)
　
で
あ
る
が
､
各
巻
に
は
そ
れ
ぞ

れ
担
当
の
研
究
者
が
割
り
当
て
ら
れ
､
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
証
が
付
さ



れ
て
い
る
｡
研
究
者
の
氏
名
は
そ
の
都
度
奥
付
に
記
さ
れ
て
お
り
へ

H
i
叫
a
M
a
r
i
j
e
P
o
m
o
n
i
c
e
　
(
『
マ
リ
ヤ
･
ポ
モ
ツ
ニ
ッ
ァ
の
家
』
)
　
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
第
一
二
巻
は
ヤ
ン
コ
･
コ
ス
　
(
J
a
n
k
o
K
o
s
)
　
に
よ
る
.

(
6
)
　
こ
れ
ら
の
批
判
は
次
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
‥
I
v
a
n
 
C
a
n
k
a
r
,
Z
b
r
a
n
o

d
e
l
o
X
L
L
j
u
b
l
j
a
n
a
1
9
7
2
,
S
･
3
0
4
-
3
1
9
.

0
)
I
v
a
n
C
a
n
k
a
r
,
Z
b
r
a
n
o
d
e
l
o
X
I
I
.
L
j
u
b
l
j
a
n
a
1
9
7
0
,
S
･
7
-
1
0
0
.

解
題

イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
と
そ
の
時
代

-
　
世
紀
転
換
期
ハ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
一
ス
ラ
グ
民
族
の
作
家
と
し
て

今
回
訳
出
し
た
の
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
文
化
学
系
学
術
誌
T
r
a
n
s
の
第
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
論
で
'
執

筆
者
の
シ
ュ
ー
ウ
ル
ム
=
シ
ュ
ナ
-
ブ
ル
博
士
は
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
ス
ラ
グ
学
科
で
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
を
講
ず
る
研
究
者
で
あ
る
｡
本
論
文
は
象
徴

主
義
の
作
家
と
し
て
の
ツ
ァ
ン
カ
ル
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
｡
一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
象
徴
主
義
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
伝
播
し

た
世
紀
転
換
期
を
代
表
す
る
文
芸
運
動
の
一
つ
で
､
元
来
近
代
化
を
背
景
と
し
た
実
証
主
義
的
な
社
会
に
あ
っ
て
主
観
の
復
権
を
志
向
す
る
､
本
質
的

に
審
美
的
で
理
想
主
義
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
｡
し
か
し
な
が
ら
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
こ
の
象
徴
主
義
の
様
式
を
用
い
つ
つ
へ
　
彼
の
生
き
た
社
会
に
生
じ

て
い
た
現
実
的
な
問
題
を
そ
の
文
学
的
主
題
と
し
て
お
り
､
こ
こ
に
ツ
ァ
ン
カ
ル
文
学
の
特
質
が
あ
る
｡
こ
れ
は
本
論
文
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
り
､
本
論
は
ツ
ァ
ン
カ
ル
文
学
の
入
門
と
し
て
も
適
当
で
あ
る
.

イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
　
(
I
v
a
n
 
C
a
n
k
a
r
　
八
七
六
-
1
九
一
八
)
　
は
世
紀
転
換
期
の
ウ
ィ
ー
ン
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
で
主
に
活
躍
し
た
作
家
で
あ

る
.
祖
国
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
で
は
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
史
上
最
も
重
要
な
作
家
の
1
人
と
し
て
評
価
さ
れ
'
旧
ス
ロ
グ
ユ
ニ
ヤ
通
貨
の
最
高
額
紙
幣
l
万

-
ラ
ー
ル
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
も
な
っ
て
い
た
(
-
)
-
日
本
で
は
そ
の
文
学
は
勿
論
､
一
九
九
一
年
に
独
立
し
た
ば
か
り
の
ス
ロ
グ
ユ
ニ
ヤ
と
い
う
国
家

自
体
良
-
知
ら
れ
て
は
い
な
い
｡
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
は
か
つ
て
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
グ
ィ
ア
連
邦
を
形
成
し
て
お
り
､
公
用
語
の
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
は
セ
ル
ボ
･
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ク
ロ
ア
チ
ア
語
　
(
現
セ
ル
ビ
ア
語
､
ク
ロ
ア
チ
ア
語
へ
　
ボ
ス
ニ
ア
語
)
'
ブ
ル
ガ
-
ア
語
へ
　
マ
ケ
ド
ニ
ア
語
と
同
じ
-
南
ス
ラ
グ
語
群
に
属
し
'
話
者

数
は
お
よ
そ
二
百
二
十
万
と
い
わ
れ
て
い
る
O
)
-
歴
史
的
に
カ
-
-
ッ
ク
文
化
圏
に
属
し
'
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
グ
ィ
ア
形
成
以
前
は
ハ
ブ
ス
プ
ル
ク
　
(
オ

ー
ス
ト
-
ア
)
帝
国
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
た
め
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
知
識
人
や
芸
術
家
の
多
く
は
ド
イ
ツ
語
を
学
び
､
ウ
ィ
ー
ン

で
高
等
教
育
を
受
け
て
い
た
と
い
う
文
化
的
背
景
が
あ
る
｡

ツ
ァ
ン
カ
ル
の
生
き
た
1
九
世
紀
末
､
内
に
多
様
な
民
族
を
内
包
し
た
他
民
族
国
家
で
あ
っ
た
ハ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
で
は
､
三
月
革
命
の
失
敗
以
後

ち
-
す
ぶ
り
続
け
て
い
た
諸
民
族
の
独
立
運
動
の
気
運
が
再
び
高
ま
っ
て
い
た
O
　
そ
-
し
た
中
で
ツ
ァ
ン
カ
ル
も
ま
た
祖
国
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
独
立
を

夢
見
て
自
ら
政
治
的
な
活
動
に
関
与
し
､
同
時
に
文
化
的
な
自
立
'
す
な
わ
ち
母
語
で
あ
る
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
に
よ
る
近
代
的
な
文
学
の
確
立
を
･
9
目

指
し
た
｡
ド
イ
ツ
語
で
教
育
を
受
け
て
い
た
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
し
か
し
母
国
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
に
留
ま
る
こ
と
な
-
ウ
ィ
ー
ン
に
赴
き
'
そ
こ
で
十
年
余
り

の
時
を
過
ご
す
｡
こ
の
異
国
で
の
生
活
は
彼
の
民
族
主
義
的
思
想
を
育
む
こ
と
に
な
る
が
'
ド
イ
ツ
語
を
共
通
語
と
す
る
｢
ハ
ブ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
作

家
｣
　
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
ツ
ァ
ン
カ
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
情
報
が
集
ま
っ
た
ウ
ィ
ー
ン
で
文
芸
界
の
最
新
の
動
向
に
通
じ
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
文

学
を
近
代
へ
導
き
得
た
と
も
い
え
よ
う
｡
実
際
ツ
ァ
ン
カ
ル
作
品
の
大
部
分
は
ウ
ィ
ー
ン
時
代
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
｡

現
在
は
隣
国
で
あ
る
と
は
い
え
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
研
究
は
オ
ー
ス
ト
-
ア
で
も
盛
ん
で
あ
る
と
は
い
え
ず
ヘ
　
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
位
置
す
ら
正
確

に
知
ら
な
い
一
般
人
も
少
な
-
な
い
.
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
学
習
者
の
少
な
さ
ゆ
え
に
英
語
を
始
め
と
し
た
外
国
語
へ
の
翻
訳
も
極
め
て
少
な
-
､
ツ
ァ

ン
カ
ル
自
身
ウ
ィ
ー
ン
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
も
の
の
へ
　
そ
の
作
品
は
数
点
を
除
い
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

し
か
し
一
九
九
四
年
か
ら
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
ト
(
3
)
の
出
版
社
D
R
A
V
A
が
エ
ル
グ
ィ
ン
･
ケ
ス
･
L
･
ラ
ー
(
E
r
w
i
n
 
K
o
s
t
l
e
r
)
　
に
よ
る
翻
訳
を
毎
年

刊
行
し
て
お
り
'
ド
イ
ツ
語
で
読
め
る
ツ
ァ
ン
カ
ル
作
品
は
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る
｡
そ
の
一
方
で
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
ツ
ァ
ン
カ
ル
作
品

と
い
え
ば
'
新
日
本
出
版
社
の
『
世
界
短
編
名
作
選
　
東
欧
編
』
　
に
収
め
ら
れ
た
掌
編
｢
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
｣
　
の
み
で
､
こ
れ
は
セ
ル
ボ
･
ク
ロ
ア
チ

ア
語
か
ら
重
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o

こ
-
し
た
状
況
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
の
文
学
は
い
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
'
小
国
な
が
ら
ツ
ァ
ン
カ
ル
を
始
め
魅
力

的
な
作
家
を
多
数
輩
出
す
る
文
化
的
に
豊
か
な
地
で
あ
り
､
今
回
の
翻
訳
が
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
に
関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡
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底
本
は
オ
ン
ラ
イ
ン
文
化
学
雑
誌
T
r
a
n
s
第
七
号
(
1
九
九
九
年
)
所
収
の
S
o
z
i
a
l
e
s
E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
u
n
d
s
y
m
b
o
l
i
s
t
i
s
c
h
e
S
t
i
l
m
i
t
t
e
l
b
e
i

l
v
a
n
C
a
n
k
a
r
,
D
a
s
W
i
e
n
d
e
r
J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
w
e
n
d
e
a
u
s
d
e
r
P
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
e
i
n
e
s
e
u
r
o
p
a
i
s
c
h
-
s
l
o
w
e
n
i
s
c
h
e
n
A
u
t
o
r
s
･

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
n
s
t
.
a
t
/
t
r
a
n
s
/
7
N
r
/
s
t
u
r
m
7
.
h
t
m
*
1

著
者
略
歴

ス
タ
ニ
ス
ラ
ヴ
ァ
･
カ
タ
-
I
ナ
　
(
カ
ー
テ
ィ
ア
)
･
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
=
シ
ュ
ナ
-
ブ
ル
　
S
t
a
n
i
s
l
a
w
a
K
a
t
h
a
r
i
n
a
(
K
a
t
i
a
)
S
t
u
r
m
-
S
c
h
n
a
b
l

ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
ー
/
ツ
ェ
ロ
ー
ヴ
ェ
ッ
ツ
生
ま
れ
｡
両
親
が
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
の
た
め
一
九
四
二
年
に
マ
グ
ダ
レ
ン
ス
プ
ル
ク
　
(
当
時
は
聖
-
ー
マ

ス
)
地
区
か
ら
追
放
さ
れ
る
　
(
l
九
四
五
年
に
帰
郷
)
.
一
九
五
四
年
に
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
-
州
立
高
等
学
校
を
卒
業
O
　
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
ス
ラ
グ
学
､

ビ
ザ
ン
チ
ン
学
'
美
術
史
学
を
修
め
る
｡
専
門
領
域
は
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
及
び
南
ス
ラ
グ
の
文
学
と
美
術
史
｡
ウ
ィ
ー
ン
大
学
ス
ラ
グ
学
科
教
授
｡
セ
ル

ボ
･
ク
ロ
ア
チ
ア
語
か
ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
に
'
マ
-
ヤ
･
ミ
-
ロ
グ
ィ
ッ
チ
　
『
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
文
学
史
へ
　
端
緒
か
ら
現
代
ま
で
』
　
(
M
a
r
i
j
a
 
M
i
-

t
r
o
v
i
c
:
D
i
e
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
d
e
r
s
l
o
w
e
n
i
s
c
h
e
n
L
i
t
e
r
a
t
u
r
v
o
n
d
e
n
A
n
f
a
n
g
e
n
b
i
s
z
u
r
G
e
g
e
n
w
a
r
t
.
K
l
a
g
e
n
f
u
r
t
-
L
i
u
b
l
j
a
n
a
-
W
i
e
n
:
M
o
-

h
o
r
j
e
v
a
-
H
e
r
m
a
g
o
r
a
s
,
2
0
0
1
)
　
が
あ
る
｡

イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
関
連
文
献

l
'
イ
ヴ
ァ
ン
･
ツ
ァ
ン
カ
ル
　
(
柴
宜
弘
訳
)
｢
l
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
｣
(
抑
o
l
j
i
c
a
k
a
f
e
)
へ
『
世
界
短
編
名
作
選
　
東
欧
編
』
新
日
本
出
版
社
へ
　
1
九
七

九
年
｡

二
へ
　
ツ
ァ
ン
カ
ル
全
集
へ
　
C
A
N
K
A
R
,
I
v
a
n
,
Z
b
r
a
n
o
d
e
l
o
I
-
X
X
X
,
L
j
u
b
l
j
a
n
a
,
C
a
n
k
a
r
j
e
v
a
z
a
l
o
z
b
a
,
1
9
6
7
-
1
9
7
6
.

三
､
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
原
典
の
多
-
が
ネ
ッ
-
上
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
‥
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
.
o
m
n
i
b
u
s
.
s
e
＼
b
e
s
e
d
a
＼
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註(
-
)
　
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
は
二
〇
〇
七
年
1
月
よ
り
ユ
ー
ロ
を
導
入
.

(
2
)
　
日
本
語
に
よ
る
唯
1
の
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
入
門
書
へ
　
金
指
久
美
子
　
『
ス

ロ
グ
ェ
ニ
ア
語
入
門
』
　
(
大
学
書
林
､
二
〇
〇
一
年
)
　
の
付
録
で
ス
ロ
グ

ェ
ニ
ヤ
語
史
が
概
説
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)
　
ケ
ル
ン
テ
ン
州
の
州
都
｡
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
語
で
は
ツ
ェ
ロ
ー
ヴ
ェ
ッ
ツ

(
C
e
l
o
v
e
c
)
"
ス
ロ
グ
ェ
ニ
ヤ
人
少
数
民
族
の
住
む
ケ
ル
ン
テ
ン
州
で

は
標
識
な
ど
で
ド
イ
ツ
語
へ
　
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ヤ
語
の
併
記
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
｡

(
み
た
　
じ
ゅ
ん
/
博
士
後
期
課
程
)
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