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文
皐
史
に
お
け
る
寝
賓
主
義
の
意
味
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文
皐
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
保
件
の
も
と
で
一
定
の
枇
舎
的
課

題
を
も
ち
、
ま
た
文
率
的
停
統
を
も
ふ
く
め
た
、
そ
の
歴
史
的
保

件
の
わ
く
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
の
課
題
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
づ

く
り
あ
げ
て
き
た
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
撃
に
見
ら
れ
る
文
率
潮

流
の
う
つ
り
ゆ
き
の
過
程
も
こ
の
意
味
で
の
、
枇
舎
の
後
展
の
そ

れ
ぞ
れ
の
段
階
の
、
文
撃
に
お
け
る
反
映
で
あ
り
、
十
九
世
紀
前

今
に
お
け
る
寓
貫
主
義
文
撃
の
成
立
も
そ
の
歴
史
的
保
件
を
も
っ

て
い
る
。

十
九
世
紀
の
寓
貫
主
義
は
そ
れ
ま
で
の
文
撃
に
は
不
可
能
で
あ

っ
た
よ
う
な
、
現
貫
生
活
の
正
し
い
、
ひ
ろ
い
再
現
を
あ
た
え
た
。

そ
れ
ま
で
は
枇
舎
の
諸
矛
盾
の
か
か
る
多
面
的
な
分
析
も
一
世
舎
的

お
よ
び
個
人
的
生
活
の
諸
現
象
の
か
か
る
充
貫
し
た
理
解
も
な
か

っ
た
し
、
官
製
術
が
か
く
も
幻
想
の
紳
話
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
も

文
拳
史
に
お
け
る
篤
貸
主
義
の
意
味

• 

金

幸

彦

子

な
か
っ
た
。

世
界
の
認
識
に
お
い
て
婆
術
と
科
事
と
は
つ
ね
に
密
接
な
か
か

り
合
い
の
も
と
に
設
展
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

と
り
わ
け
十
九
世
紀
に
達
成
さ
れ
た
自
然
、
一
位
曾
、
人
間
に
づ
い

て
の
知
識
の
飛
躍
的
な
後
展
が
潟
貫
主
義
文
撃
の
成
立
の
基
本
的

な
僚
件
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
み
る
。

第
二
に
は
言
葉
の
問
題
を
も
ふ
く
め
た
創
作
技
術
の
稜
達
で
あ

る
。
こ
れ
は
直
接
に
は
寝
貫
主
義
に
先
行
す
る
文
撃
的
諸
潮
流
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
撃
潮
流
の
過

程
で
古
代
以
来
の
、
白
圏
の
み
な
ら
ず
、
他
の
諸
民
族
の
口
停
文

皐
を
も
ふ
く
め
た
文
事
遺
産
が
熱
心
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
世
界
文

撃
と
い
う
概
念
が
す
で
に
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
の
僚

件
は
一
枇
曾
的
諸
矛
盾
の
激
化
と
現
貫
批
判
者
と
し
て
の
文
撃
の
批
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曾
的
役
割
の
増
大
で
あ
る
。

義
術
の
歴
史
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
世
界
の
審
術
的
認
識
の
歴
史

で
あ
り
、
客
観
的
に
員
貫
な
義
術
の
形
成
と
後
展
の
歴
史
で
あ
る
。

萎
術
の
形
式
は
人
間
の
、
歴
史
的
に
毅
展
す
る
美
的
意
識
と
む
す

び
つ
い
て
護
展
し
て
き
た
の
で
あ
る

τ

が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
枇
舎
の

現
賓
の
諸
傑
件
に
よ
っ
て
き
ま
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
歴
史
的

に
制
約
を
う
け
た
形
式
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
歴
史
的
現
賓
が

認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
が
多
様
で
あ
る
と
し
て

も
、
こ
れ
は
枇
舎
の
殺
展
の
諸
僚
件
の
多
様
性
と
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
。
警
備
の
創
浩
過
程
を
見
る
な
ら
、
個
々
の
塾
術
家
の

創
造
の
基
礎
に
は
、
彼
自
身
の
も
つ
美
の
法
則
、
す
な
わ
ち
美
的

理
想
の
法
則
が
あ
り
、
生
活
の
な
か
の
美
な
る
も
の
に
つ
い
て
の

一
定
の
観
念
が
あ
る
。
し
か
も
一
時
代
の
、
あ
る
い
は
一
階
級
の

事
術
家
に
つ
い
て
、
こ
の
美
的
理
想
は
多
少
と
も
共
通
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
は
歴
史
的
・
枇
合
的
諸
傑
件
に
よ

っ
て
き
ま
る
と
こ
ろ
の
塾
術
家
の
枇
舎
的
理
想
で
あ
る
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
撃
の
歴
史
の
は
じ
め
に
古
典
主
義
が
あ

り
、
っ
、
ぎ
に
感
傷
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
寓
貫

主
義
の
時
代
が
は
じ
ま
り
、
こ
れ
が
や
が
て
自
然
主
義
、
象
徴
主

義
そ
の
他
の
潮
流
に
席
を
ゆ
ず
る
と
い
う
よ
う
な
圃
式
の
も
と
に

概
括
し
、
あ
る
い
は
文
撃
の
歴
史
を
古
典
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、

馬
貫
主
義
の
交
替
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
の
見
解
の
も
と
で

は
、
馬
貫
主
義
は
古
典
主
義
や
感
傷
主
義
と
同
列
に
お
か
れ
る
文

事
史
上
の
過
渡
的
な
、
す
な
わ
ち
明
日
は
そ
の
必
然
性
を
失
う
か

も
し
れ
な
い
一
つ
の
様
式
、
あ
る
い
は
潮
流
で
あ
る
。

様
式
は
萎
術
史
の
中
心
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
警
術
の

歴
史
を
様
式
の
殻
展
あ
る
い
は
交
替
の
歴
史
と
し
て
だ
け
見
る
揚

合
に
は
、
警
術
現
象
の
多
様
性
は
手
法
の
綜
合
、
盟
系
と
し
て
の

様
式
の
な
か
に
包
括
さ
れ
て
、
官
製
術
家
の
個
性
ゃ
、
ま
た
事
術
現

象
の
思
想
的
義
術
的
内
容
は
そ
の
な
か
に
解
消
す
る
こ
と
に
な

る
。
現
賓
に
た
い
す
る
萎
術
家
の
態
度
や
萎
術
の
客
観
的
内
容
で

は
な
く
て
、
一
定
の
稜
展
法
則
を
も
っ
た
表
現
手
段
の
盟
系
だ
け

が
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
現
貫
そ
の
も
の
の
客
観
的
特
質
の
主
観

的
反
映
で
あ
る
べ
き
様
式
は
世
界
に
つ
い
て
「
思
考
す
る
」
た
め

の
、
純
粋
に
主
観
的
な
手
法
の
韓
系
と
な
り
、
第
貫
主
義
も
ま
た

そ
の
よ
う
な
様
式
の
一
つ
と
な
る
。

主
と
し
て
美
術
史
か
ら
文
事
史
の
領
域
に
移
さ
れ
た
、
こ
の
よ

う
な
立
場
に
共
通
の
も
の
は
塾
術
が
生
活
を
反
映
す
る
も
の
で
は
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な
く
て
、
こ
れ
に
封
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
委
術
的
認
識
は
客
観

的
現
貫
性
に
か
か
わ
り
の
な
い
、
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る

と
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
妻
術
家
が
現
貫
の
な
か
に

な
に
を
見
る
か
、
な
に
か
を
正
し
く
見
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
は
い
さ
さ
か
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
慈
術
の

客
観
的
内
容
は
担
否
さ
れ
、
思
貫
主
義
の
成
立
の
可
能
性
そ
の
も

の
も
否
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
慶
化
、
交
替
の

歴
史
が
塾
術
史
の
内
容
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
婆
術
の
歴
史
は
こ
れ
を
世
界
の
塾
術
的
認
識
の
歴
史
と

し
て
理
解
す
る
場
合
に
の
み
、
様
式
の
脱
税
展
を
も
正
し
く
跡
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
撃
の
潮
流
の
う
づ
り
ゆ

き
の
過
程
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
or

'61 

古
典
主
義
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
紹
封
王
制
の
時
代

に
、
宮
廷
的
貴
族
文
化
の
傑
件
の
も
と
で
成
立
し
殺
展
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
民
族
園
家
と
民
族
文
化
の
形
成
期
の
文

撃
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
枇
舎
的
歴
史
的
要
求
と
む
す
び
つ
い
た

課
題
を
も
っ
て
い
た
。
古
典
主
義
は
園
家
的
市
民
的
理
念
や
理
性

の
曾
重
を
要
求
し
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
的
思
想
に
理
性

と
知
識
を
封
置
し
、
全
憧
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
文
拳
に
く
ら
べ
て

文
拳
史
に
お
け
る
篤
貸
主
義
の
意
味

ー~溢血色

現
貫
描
寓
へ
の
つ
よ
い
志
向
を
示
し
て
い
る
。
古
典
主
義
の
理
論

家
ポ
ア
ロ

1
は
異
質
が
護
術
の
封
象
で
あ
り
、
真
貫
な
る
も
の
の

み
が
萎
術
に
お
い
て
美
な
る
も
の
だ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
詩
人
は

自
然
の
な
か
に
見
い
だ
さ
な
い
も
の
を
描
く
楼
利
を
も
た
な
い
と

考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
古
典
主
義
の
文
撃
は
形
式
上
の
さ
ま
ざ

ま
な
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
啓
蒙
思
想
の
時
代
に
も
フ
ラ
ン
ス

革
命
の
時
期
に
も
積
極
的
な
一
意
義
を
も
ち
つ
づ
け
た
。

し
か
し
古
典
主
義
の
美
率
的
規
範
に
お
け
る
美
な
る
も
の
は
論

理
的
形
式
の
も
と
で
の
異
質
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
形
象
は
ノ
典
型

的
で
あ
る
と
同
時
に
貫
生
活
の
な
か
に
あ
り
え
な
い
よ
う
な
人
魚

的
な
形
象
で
あ
る
。
貫
生
活
か
ら
抽
象
さ
れ
た
人
間
を
も
典
型
的

な
、
同
時
に
抽
象
的
な
賦
況
の
な
か
に
描
く
結
果
と
し
て
、
人
間

の
性
格
の
特
質
を
決
め
て
こ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

ほ
か
の
特
質
を
す
べ
て
と
り
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ

の
た
め
古
典
主
義
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
、
た
と
え
ば
モ
リ
エ

ー
ル
の
偽
善
者
は
純
粋
に
偽
善
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
ほ
か
の

性
格
的
要
素
を
も
た
な
い
。
こ
れ
は
形
象
を
典
型
的
に
は
す
る

が
、
同
時
に
抽
象
的
に
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
古
典
主
義
の
形
式
の
な
か
に
衣
第
に
あ
た
ら
し
い
内
容
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が
盛
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
古
典
主
義
の
形
式
そ
の
も
の
も
破

壊
さ
れ
て
ゆ
く
。
十
八
世
紀
の
な
か
ぱ
に
イ
ギ
リ
ス
に
現
わ
れ
、

世
紀
の
す
え
ま
で
に
そ
の
他
の
園
々
で
も
お
も
な
文
皐
潮
流
と
な

る
感
傷
主
義
は
古
典
主
義
に
反
抗
し
て
人
間
関
係
の
稜
展
に
お
け

る
基
本
的
な
も
の
と
し
て
の
個
人
の
利
害
の
問
題
を
も
ち
出
し
、

古
典
主
義
に
よ
る
理
性
の
等
重
に
た
い
し
て
感
情
や
空
想
を
重
頑

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
個
人
生
活
、
内
面
的
心
理
を
と
り

あ
げ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
だ
人
間
を
と
り
ま
く
世
界

の
描
潟
、
と
り
わ
け
自
然
描
潟
に
大
き
な
注
意
を
向
け
て
い
る
。

そ
れ
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
市
民
社
舎
の
文
庫
T

で
あ
り
、
封
建
的

身
分
的
制
約
に
た
い
す
る
抗
議
の
文
事
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
感
傷
主
義
が
そ
の
こ
ろ
資
本
主
義
的
関
係
の
も
っ
と
も

す
す
ん
だ
後
遺
段
階
に
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
に
ま
ず
生
ま
れ
た
こ
と

は
蛍
然
で
あ
る
。

-
・
も
ち
ろ
ん
感
傷
主
義
は
、
古
典
主
義
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
一
、

岡
に
よ
り
、
ま
た
個
々
の
作
家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も

っ
て
い
る
。
ロ
シ
ヤ
で
は
そ
れ
は
、
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
未
後

遺
の
ゆ
え
に
、
市
民
階
級
の
文
事
と
し
て
の
性
格
は
弱
く
、
一
方

で
カ
ラ
ム
ジ
|
ン
の
文
撃
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
地
主
と
農
民
の
和

ム

解
を
詑
く
文
撃
と
し
て
、
ま
た
ラ
ヂ

i
シ
チ
ェ
ア
の
文
撃
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
農
奴
制
と
専
制
政
治
に
た
い
す
る
農
民
の
が
わ
か
ら

の
激
烈
な
抗
議
の
文
墜
と
し
て
護
展
し
て
い
る
。
し
か
し
カ
ラ
ム

ジ
l
ン
の
場
合
で
も
、
た
と
え
ば
そ
の
小
説
「
あ
わ
れ
な
リ
!
ザ
」

は
は
じ
め
て
農
民
の
形
象
を
つ
く
り
出
し
、
農
民
も
ま
た
人
間
で

あ
る
こ
と
を
教
え
、
農
民
の
娘
も
悲
し
み
ゃ
よ
ろ
こ
び
ゃ
轡
の
感

情
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

讃
者
の
心
に
人
間
的
な
、
民
主
的
な
感
情
を
育
て
る
上
に
大
き
な

役
割
を
し
た
。

全
憧
と
し
て
感
傷
主
義
は
そ
れ
ま
で
の
古
典
主
義
の
古
代
へ
の

志
向
、
非
歴
史
的
傾
向
に
た
い
し
て
現
代
お
よ
び
自
園
の
歴
史
へ

の
関
心
を
つ
よ
め
、
人
間
一
般
で
は
な
く
、
個
々
の
人
聞
を
描
き
、

こ
と
に
園
家
的
理
念
の
ま
え
に
個
人
の
利
益
を
従
属
さ
せ
て
い
た
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古
典
主
義
的
人
間
に
た
い
し
て
、
も
っ
と
せ
ま
い
利
害
の
な
か
に

生
き
る
下
層
の
千
九
な
人
聞
を
描
く
よ
う
に
な
る
。
紅
舎
の
下
居

の
ま
ず
し
い
人
間
へ
の
同
情
は
文
撃
の
枇
舎
的
関
心
を
つ
よ
め
る

こ
と
に
な
る
が
、
同
時
に
封
建
的
な
悪
徳
に
た
い
す
る
既
成
の
キ

リ
ス
ト
教
道
官
の
強
調
、
農
村
生
活
の
美
化
、
感
情
の
役
割
の
過

大
親
等
は
形
象
の
普
遍
化
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
は

民~



カ
ラ
ム
ジ

l
ン
の
感
傷
主
義
や
イ
ギ
リ
ス
の
感
傷
主
義
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
個
人
の
内
面
的
生
活
の
重
視
や
幸
帽
の
櫨
利
の
主
張
が

文
拳
を
枇
曾
的
な
問
題
か
ら
ひ
き
は
な
す
こ
と
に
も
な
り
、
古
典

主
義
か
ら
の
後
、
退
を
示
し
た
場
合
も
あ
る
。

し
か
し
全
瞳
と
し
て
は
古
典
主
義
に
く
ら
べ
て
感
傷
主
義
は
文

撃
を
現
賞
の
生
活
に
一
層
近
づ
け
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
民
主
主

義
の
精
神
を
つ
よ
め
て
い
る
。
作
家
た
ち
は
古
典
主
義
の
規
範
を

う
ち
ゃ
ぶ
っ
て
創
作
の
自
由
を
主
張
し
、
文
撃
の
讃
者
の
増
大
と

と
も
に
、
あ
た
ら
し
い
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
を
護
遼
さ
せ
た
。
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文
拳
潮
流
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
は
十
八
世
紀
の
す
え
か
ら
十

九
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
枇
曾
的
諸
矛
盾
の
増
大
に
と
も
な

う
現
貫
へ
の
不
満
の
反
映
と
し
て
生
ま
れ
、
さ
ら
に
形
成
さ
れ
づ

つ
あ
る
市
民
世
舎
へ
の
幻
滅
と
抗
議
と
い
う
祉
曾
的
背
景
の
も
と

に
毅
展
し
た
。
こ
の
よ
う
な
幻
滅
と
抗
議
は
こ
の
不
満
な
現
貫
に

封
立
す
る
肯
定
的
な
も
の
の
描
寓
を
要
求
す
る
が
、
現
貫
の
な
か

に
そ
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
作
家
た
ち
は
現
‘

存
す
る
も
の
に
、
望
ま
し
い
も
の
、
か
く
あ
る
べ
き
も
の
を
封
置

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
形
象
の
な
か
で
現
貫
を
補
足
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
た
め
空
想
、
直
感
、
詩
的
幻
想
が
い
ま
ま
で
の

文
拳
史
に
お
け
る
潟
貸
主
義
の
意
味

文
撃
に
な
い
大
き
な
意
義
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
作
家
た
ち
は

感
傷
主
義
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
つ
よ
く
義
術
創
浩
の
自
由
の
櫨

利
を
主
張
し
、
一
層
大
臓
に
古
典
主
義
の
文
皐
上
の
規
範
を
う
ち

ゃ
ぶ
っ
て
、
た
と
え
ば
持
情
的
叙
事
詩
や
バ
ラ
ー
ド
の
よ
う
な
混

合
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
つ
く
り
出
し
た
。

ミ一一一

し
か
し
ロ
マ
ン
主
義
が
翠
一
の
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
積
極
的

な
も
の
と
消
極
的
な
も
の
と
の
こ
っ
の
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
あ
き

ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
た
と
え
ば
シ
ラ

l
の
作
品
の
形
象
と

ノ
グ

7
1
リ
ス
の
作
品
の
形
象
と
を
同
一
の
部
類
に
い
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ロ
シ
ヤ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
ル
イ
レ

1
エ
フ

の
空
想
と
ジ
ュ
コ

1
ア
ス
キ
ー
の
空
想
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た

方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。

積
極
的
ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
、
ま
わ
り

の
生
活
の
卑
俗
さ
や
不
正
に
反
抗
す
る
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ

ね
に
孤
高
の
人
間
で
あ
っ
て
、
集
圏
の
代
表
者
で
な
い
こ
と
は
ロ

マ
ン
主
義
の
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
歴
史
的
保

件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
孤
高
の
人
物
は
お
お

む
ね
一
位
曾
か
ら
追
わ
れ
た
強
盗
や
脆
獄
囚
や
謀
反
人
で
あ
る
。

マ
ン
主
義
の
作
家
の
理
想
は
不
明
確
な
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
。

ロ
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そ
の
た
め
彼
ら
は
自
分
の
理
想
を
現
貫
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
そ
の
主
人
公
を
一
世
舎
と
む
す
び
つ
け
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
作
家
た
ち
は
自
分
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
理
想
に
ヒ

ロ
イ
ッ
ク
な
表
現
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
理
想
を
具
現

し
た
主
人
公
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
ま
わ
り
の
卑
俗

な
一
位
曾
に
封
立
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
人
間
一
般
に

封
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
彼
ら
の
抗
議
も
抽
象
的
な
非
枇
曾
的
な

も
の
と
な
る
。

一
方
消
極
的
ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
枇
曾

の
卑
俗
さ
や
不
正
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
す
る
、
同
じ
よ
う
に
孤
猫

な
人
間
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
た
と
え
ば
未
開
民
族
の
生
活
の
エ
ク

ゾ
テ
イ
ズ
ム
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
の
な
か
に

な
ぐ
さ
め
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。
現
貫
と
の
む
す
び
つ
き
は
こ

こ
で
は
一
層
弱
め
ら
れ
、
そ
の
理
想
は
現
貫
性
を
も
た
な
い
。
そ

れ
は
現
貫
を
お
そ
れ
、
卑
俗
な
現
賓
の
改
善
を
志
向
し
な
い
で
、

こ
れ
か
ら
は
な
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
賓
と
和
解
し
、
反
寓
貫
性
へ
の
方
向
を
た
ど
る
。

ロ
マ
ン
主
義
は
現
貫
の
否
定
的
な
も
の
の
批
判
に
お
い
て
そ
れ

と
の
た
た
か
い
と
そ
れ
か
ら
の
逃
避
と
の
二
つ
の
方
向
を
た
ど
っ

、r

、

た
が
、
そ
の
積
極
的
な
面
で
文
撃
に
高
い
思
想
的
内
容
を
あ
た
え

た。
こ
の
よ
う
に
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
撃
に
お
け
る
文
事
潮
流

の
う
つ
り
ゆ
き
は
偶
然
の
潮
流
の
入
れ
か
わ
り
で
は
な
く
、
一
批
曾

の
護
展
に
と
も
な
う
文
撃
の
あ
た
ら
し
い
課
題
に
こ
た
え
た
も
の

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
全
鰭
と
し
て
墾
術
的
認
識
形
式
の
殻
展
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

寓
貫
主
義
は
直
接
ロ
マ
ン
主
義
に
封
抗
す
る
も
の
と
し
て
生
ま

れ
た
一
つ
の
文
事
潮
流
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
形
成
の
過
程
で
形
象

の
創
造
に
お
け
る
生
活
の
事
象
の
撰
捧
と
普
遍
化
の
原
則
の
問

題
、
文
拳
創
造
の
方
法
の
問
題
の
理
解
に
到
達
し
た
。
も
ち
ろ
ん

す
で
に
見
た
よ
う
に
文
撃
的
諸
潮
流
は
そ
れ
ぞ
れ
個
有
の
創
作
方

法
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
篤
貫
主
義
の
段
階
に
い
た
っ
て
は
じ

め
て
方
法
は
線
括
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

現
貫
を
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
で
再
現
し
よ
う
と
す
る
志
向
は

義
術
の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
原
始
墾

術
に
も
古
代
委
術
に
も
寝
貫
主
義
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と

に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
前
宇
に
成
熟
し
た
諸
傑
件

の
も
と
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
寓
貫
主
義
の
初
源
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的
な
要
素
は
萎
術
に
個
有
の
も
の
で
あ
り
、
原
始
義
術
の
な
か
に

も
そ
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
馬
貫
性
は
過
去
の
す

ぐ
れ
た
作
品
の
な
か
に
は
つ
ね
に
ふ
か
い
程
度
で
春
在
す
る
。
ホ

メ
ロ
ス
の
作
品
の
た
か
い
義
術
的
債
値
は
そ
の
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ャ

人
の
世
界
認
識
の
わ
く
の
な
か
で
の
最
大
限
の
寓
貫
性
に
よ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
紳
話
的
幻
想
性
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
作
品
の
な
か
で
潟
貫
性
と
紳
話
的
幻
想
性
と
は
分
か
ち
が

た
く
む
す
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
英
雄
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
民
族

の
一
位
舎
の
現
賓
の
反
映
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ホ
ロ
メ
ス
を
寓
貫
主

義
作
家
と
呼
び
、
過
去
の
事
備
の
な
か
か
ら
古
代
的
一
脚
話
的
潟
貫

主
義
や
中
世
的
キ
リ
ス
ト
教
的
潟
貫
主
義
と
い
う
概
念
を
つ
く
り

出
す
こ
と
は
、
過
去
の
義
術
を
潟
貫
主
義
的
な
も
の
と
非
潟
貫
主

義
的
な
も
の
と
に
分
け
る
こ
と
と
同
様
に
、
骨
精
貸
主
義
を
萎
術
一

般
句
な
か
に
解
消
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

65 

義
術
的
創
造
は
つ
ね
に
そ
の
と
き
ど
き
の
歴
史
的
に
傑
件
づ
け

ら
れ
た
形
式
の
も
と
で
の
現
貫
の
反
映
で
あ
っ
て
、
現
貫
生
活
に

か
か
わ
り
の
な
い
萎
術
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ

う
な
非
潟
質
的
な
作
品
も
一
定
の
枇
曾
的
矛
盾
の
反
映
で
あ
り
、

頚
康
的
義
術
、
た
と
え
ば
シ
ュ

l
ル
・
レ
ア
リ
ズ
ム
の
幻
想
も
現

文
拳
史
に
お
け
る
篤
貸
主
義
の
意
味

~~よ4鋪魁J四

貫
の
正
し
い
再
現
で
は
な
い
が
、
枇
舎
の
な
か
の
頚
康
的
現
賓
の

反
映
で
あ
る
。
警
術
に
お
け
る
世
界
の
客
観
的
認
識
と
萎
術
家
の

意
識
の
な
か
で
の
一
定
の
枇
曾
的
保
件
の
反
映
と
は
別
の
も
の
で

あ
る
。義

術
作
品
の
評
債
の
出
後
黙
は
そ
れ
が
現
貫
を
ど
の
よ
う
に
反

映
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
義
術
の
内
容
と
形
式
が

複
雑
に
な
っ
て
も
、
こ
の
規
準
は
費
わ
ら
な
い
。
文
準
作
品
に
お

い
て
、
現
貫
生
活
の
複
雑
な
事
象
は
、
作
者
に
よ
る
そ
の
普
遍
化

を
通
じ
て
、
一
定
の
形
象
の
な
か
に
直
接
的
な
、
具
髄
的
な
形
で

示
さ
れ
る
。
讃
者
は
自
分
の
生
活
檀
験
に
も
と
づ
い
た
、
生
活
に

つ
い
て
の
一
定
の
理
解
に
よ
っ
て
、
作
品
の
形
象
の
員
賞
さ
、
あ

る
い
は
不
異
質
さ
を
判
定
す
る
。
そ
の
形
象
が
普
遍
性
を
も
ち
、

典
型
的
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
讃
者
に
た
い
す
る
説
得
力
を
も
ち
、

ま
た
讃
者
に
美
的
満
足
感
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
普
遍
性

の
要
素
は
文
拳
作
品
の
ど
ん
な
形
象
の
な
か
に
も
み
と
ら
れ
る
し
、

あ
ら
ゆ
る
形
象
の
創
造
は
典
型
化
の
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
が
、
古
典
主
義
、
感
傷
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
の
文
撃
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
形
象
は
充
分
な
普
遍
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず

に
、
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
田
県
に
池
田
遍
的
な
、
そ
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れ
ゆ
え
に
ま
た
兵
瞳
的
な
典
型
的
形
象
は
寝
貫
主
義
の
文
撃
に
お

い
て
の
み
可
能
と
な
る
。
モ
リ
エ
ー
ル
は
古
典
主
義
の
わ
く
の
な

か
で
最
大
限
の
寓
貫
性
を
志
向
し
た
作
家
で
あ
る
が
、
な
お
か
づ

彼
の
創
造
し
た
形
象
は
パ
ル
ザ
ァ
ク
の
作
品
の
形
象
に
く
ら
べ
て
、

そ
の
普
遍
性
、
兵
韓
性
、
員
貫
性
に
お
い
て
、
い
ち
じ
る
し
く
劣

る
ヨ
エ
」
を
み
と
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
寝
貫
主
義
文
撃
に

お
い
て
の
み
形
象
は
異
に
典
型
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
枇
舎
的
諸
閥
係
、
一
位
舎
費
展
の
基
本
的
な
特

徴
、
そ
の
合
法
則
性
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ゆ
え
典
型
は
そ
れ
ま
で
の
文
撃
に
見
ら
れ
な
い
大
き
な
意
義
を
も

つ
こ
と
に
な
り
、
鳥
貫
主
義
文
撃
の
中
心
的
な
指
標
と
な
る
。
思

貫
主
義
以
前
の
文
撃
は
塾
術
の
創
造
過
程
に
つ
い
て
も
、
典
型
の

意
義
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
と
し
た
理
解
を
も
つ
こ
と
が
な
か
っ

た
。
文
事
が
こ
の
こ
と
の
正
確
な
理
解
に
達
し
た
の
は
篤
貫
主
義

の
成
立
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。

勢
術
的
形
象
の
特
殊
性
の
一
つ
は
普
遍
的
な
も
の
が
個
別
的
な

も
の
を
通
じ
て
の
み
存
在
し
、
本
質
が
現
象
を
通
じ
て
の
み
現
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
貫
生
活
の
な
か
の
事
象
そ
の
も
の
は

無
限
の
多
様
性
を
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
警
術
的
形
象

守「

の
な
か
に
お
し
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。

塾
術
家
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
生
活
の
事
象
の
本
質
は
、
義
術
的

形
象
に
よ
っ
て
直
接
的
な
観
察
の
封
象
と
し
て
、
感
畳
的
に
認
識

し
う
る
も
の
と
な
る
。
務
官
術
は
生
活
の
事
象
を
日
常
生
活
の
な
か

、
で
し
ば
し
ば
見
う
け
る
よ
う
な
す
が
た
で
示
す
。
こ
こ
に
科
率
的

認
識
と
萎
術
的
認
識
と
の
ち
が
い
が
あ
る
。
務
官
術
家
に
よ
る
生
活

の
直
接
的
観
察
の
豊
か
さ
や
深
さ
が
現
貫
の
正
し
い
再
現
の
必
要

保
件
と
さ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
個
々
の
事
象
の
な
か
に

は
、
無
限
の
特
殊
性
が
あ
っ
て
、
事
象
の
本
質
を
あ
き
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
分
析
と
抽
象
の
能
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

は
感
畳
や
情
緒
の
す
る
ど
さ
、
豊
か
さ
が
必
要
で
あ
る
。
萎
術
的

創
造
に
必
要
な
直
感
や
空
想
力
が
生
活
に
つ
い
て
の
経
験
や
知
識

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
創
作
過
程
の
こ
の
感
魔
的
諸
要
素
は
萎
術
形
象
の
具
盟

的
感
費
的
形
式
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
官
製
術

家
に
と
っ
て
、
生
活
の
再
現
と
は
自
分
の
も
つ
一
般
的
理
念
に
か

な
っ
た
個
々
の
事
象
を
あ
つ
め
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
理
念

概
念
を
は
っ
き
り
し
た
形
式
の
な
か
に
表
現
す
る
こ
と
で
も
な

い
。
寓
貫
主
義
の
作
家
は
生
活
の
提
出
す
る
課
題
か
ら
出
殻
し
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て
ト
解
決
を
せ
ま
る
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
に
注
意
を
む
け
、
無

限
に
多
様
な
現
象
と
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
生
活
の
流
れ
の
な

か
に
、
本
質
的
な
も
の
を
と
ら
え
、
示
し
て
い
る
。
彼
が
現
在
の

吐
舎
の
現
貫
と
直
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
な
い
よ
う
な
事
象
に
つ

い
之
描
く
揚
合
(
た
と
え
ば
歴
史
小
説
)
に
も
、
そ
れ
は
現
在
の

枇
舎
的
な
問
題
の
見
地
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
典

型
的
な
形
象
を
通
じ
て
の
事
象
の
再
現
の
な
か
に
、
萎
術
家
の
一
枇

曾
的
立
場
が
あ
き
ら
か
に
な
る
。
典
型
は
事
象
の
本
質
の
た
め
の

萎
術
個
有
の
形
式
で
あ
り
、
官
製
術
家
は
典
型
的
な
も
の
の
描
寝
の

な
か
に
封
象
の
本
質
の
認
識
の
結
果
を
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
典
型
的
な
も
の
を
通
じ
て
再
現
さ
れ
る
生
活
の
異
貫
は
生

活
に
つ
い
て
の
塾
術
家
の
債
値
判
断
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

科
撃
が
現
象
の
綜
合
の
な
か
の
本
質
的
な
も
の
を
一
般
的
概
念

と
し
て
、
法
則
と
し
て
定
式
化
す
る
の
に
た
い
し
て
、
警
術
は
こ

れ
を
典
型
と
し
て
、
本
質
が
も
っ
と
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
個
々

の
事
象
と
し
て
示
す
。
し
か
も
こ
の
場
合
塾
術
に
お
い
て
も
科
撃

に
お
い
て
も
現
貫
に
た
い
す
る
悉
意
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
チ
ェ
ル

ヌ
イ
シ
ェ
ア
ス
キ
ー
は
そ
の
美
挙
論
文
へ
の
「
自
評
」
の
な
か
で
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述
べ
て
い
る
。

文
拳
史
に
お
け
右
篤
貸
主
義
の
意
味

「
現
貫
に
た
い
す
る
萎
術
の
態
度
は
歴
史
の
態
度
と
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
。
内
容
の
ち
が
い
は
た
だ
歴
史
は
枇
曾
生
活
に
づ
い

て
語
る
が
警
術
は
!
|
!
個
人
生
活
に
つ
い
て
語
る
、
歴
史
は
人
類

の
生
活
に
つ
い
て
語
る
が
、
官
製
術
は
人
間
の
生
活
に
づ
い
て
語
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
:
・
。
歴
史
の
第
一
の
任
務
は
過
去
を
停
え

る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
任
務
は
、
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
の
歴

史
家
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
て
い
な
い
が
、
過
去
を
説
明
し
、
こ
れ

に
た
い
す
る
判
決
を
下
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
任
務
に
つ
い
て

考
え
な
い
と
き
、
歴
史
家
は
阜
な
る
年
代
記
作
者
と
な
り
、
彼
の

著
作
は
員
の
歴
史
家
の
た
め
の
材
料
、
あ
る
い
は
好
奇
心
を
満
足

さ
せ
る
た
め
の
讃
み
物
と
な
る
。
第
二
の
任
務
を
は
た
す
こ
と
に

よ
っ
て
歴
史
家
は
思
想
家
と
な
り
、
彼
の
著
作
は
科
率
的
な
意
義

を
獲
得
す
る
。
官
製
術
家
は
生
活
の
再
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
揚
合

に
は
わ
れ
わ
れ
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
、
生
活
に
つ
い
て
の
わ
れ

わ
れ
の
思
い
出
の
子
引
き
を
あ
た
え
る
。
し
か
し
も
し
彼
が
再
現

す
る
現
象
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
あ
た
え
る
な
ら
、

彼
は
思
想
家
と
な
り
、
彼
の
作
品
は
そ
の
萎
術
的
債
値
の
ほ
か
に
、

さ
ら
に
高
い
意
義
|
|
科
率
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
。
」
こ
こ
で

チ
ェ
ル
ヌ
イ
シ
ェ
ア
ス
キ
ー
は
嬰
術
を
科
撃
と
同
一
親
し
よ
う
と

一一一
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し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
警
術
が
そ
の
現
貫
認
識
的
意
義
を
も
ワ

た
め
の
篤
質
主
義
的
典
型
の
創
造
の
必
要
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
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典
型
化
は
客
観
的
性
格
を
も
っ
法
則
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
破
ら

れ
る
と
き
に
作
品
の
萎
術
的
債
値
は
失
わ
れ
る
。
ま
え
に
述
べ
た

よ
う
に
塾
術
創
造
の
基
礎
に
は
作
家
の
美
的
理
想
が
あ
り
、
こ
れ

を
規
定
す
る
も
の
は
彼
の
枇
舎
的
理
想
で
あ
る
。
作
家
が
も
し
園

民
の
運
命
に
無
関
心
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
生
活
の
諸
事
象
の
な
か

か
ら
時
代
の
本
質
的
な
問
題
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
作

者
の
心
を
と
ら
え
て
い
る
問
題
が
、
普
遍
的
意
義
を
も
た
な
い
問

題
で
あ
る
な
ら
、
彼
の
作
品
は
讃
者
に
な
ん
の
感
動
を
も
あ
た
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
萎
術
作
品
の
債
値
、
・
す
な
わ
ち

勢
術
的
債
値
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
作
者
の
美
的
理
想
の
高
さ
に
よ

っ
て
き
ま
る
。
篤
賓
主
義
作
家
の
揚
合
に
は
そ
の
内
容
を
構
成
す

る
も
の
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
の
後
現
の
形
式
と
し

て
の
人
民
へ
の
愛
情
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
の
潟
賞
主
義
文
撃
は
文
撃

の
人
民
性
と
い
う
概
念
を
う
ち
立
て
た
。
こ
れ
は
全
人
民
的
意
義

を
も
っ
問
題
に
人
民
の
利
益
の
方
向
に
お
い
て
解
明
を
あ
た
え
る

ど
や
う
こ
と
で
あ
る
。
作
家
の
一
世
合
的
立
揚
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

守』

で
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
骨
神
賓
主
義
文
事
の
創
造
の
基
礎
に
は
つ

ね
に
こ
の
原
則
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
枇
舎
的
諸
僚
件

の
も
と
で
な
に
よ
り
も
ま
ず
現
賓
の
諸
矛
盾
の
批
判
に
む
け
ら
れ

fこ
務
貫
主
義
の
作
家
た
ち
に
よ
る
現
貫
の
批
剣
は
彼
ら
の
理
想
の

見
地
か
ら
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
篤
貫
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
の

闘
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
と
は

も
ち
ろ
ん
積
極
的
ロ
マ
ン
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
引
用

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
「
詩
拳
」

の
な
か
で
義
術
家
が
生
活
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
で
反
映

す
る
場
合
と
あ
る
べ
き
す
が
た
で
反
映
す
る
場
合
と
の
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
バ
サ
ン
ド
が
パ
ル
ザ
ッ
ク
に
語

っ
た
言
葉
も
や
は
り
こ
れ
と
同
じ
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
「
あ
な

た
は
人
聞
を
あ
な
た
の
目
に
う
つ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
く

が
、
わ
た
し
は
自
分
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
た
い
と
思
う

す
が
た
で
人
間
を
描
く
使
命
を
感
じ
て
い
ま
す
。
」
こ
こ
に
現
貫

に
た
い
，
す
る
義
術
家
の
二
つ
の
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

文
皐
の
歴
史
お
よ
び
個
々
の
文
事
作
品
の
分
析
は
、
現
賓
に
た
い

す
る
萎
術
家
の
こ
の
二
つ
の
態
度
が
か
な
ら
ず
し
も
う
ね
に
別
々
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に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
に
お
い

て
む
す
び
合
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

典
型
の
創
造
は
将
来
に
お
い
て
後
展
す
べ
き
も
の
を
現
在
の
芽

生
え
の
う
ち
に
見
分
け
る
能
力
、
す
な
わ
ち
今
日
は
ま
だ
典
型
的

で
は
な
い
が
明
日
は
か
な
ら
ず
典
型
的
に
な
る
は
ず
の
、
あ
た
ら

し
い
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
と
ら
え
、
描
く
能
力
を
も
ふ
く

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
作
家
の
政
治
的
思
想
に
反
し
て
も

行
な
わ
れ
る
。
ト
ゥ
ル
ゲ

i
ネ
フ
が
そ
の
「
文
率
的
生
活
的
同

想
」
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。
「
員
賞
を
、
生
活
の
現

貫
性
を
正
し
く
強
く
再
現
す
る
こ
と
は
、
こ
の
員
貫
が
自
分
自
身

の
同
情
と
一
致
し
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
文
事
者
に
と
り
も
っ
と

も
高
い
幸
掘
で
あ
る
。
」
こ
の
言
葉
は
方
法
と
世
界
観
と
の
関
係

の
問
題
の
ほ
か
に
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
と
し
て
、
潟
貫
主
義
と

ロ
マ
ン
主
義
と
の
問
題
に
つ
い
て
も
解
明
の
か
ぎ
を
あ
た
え
る
。

婆
術
家
に
よ
る
生
活
の
再
現
の
し
か
た
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
生

活
に
つ
い
て
の
義
術
家
の
債
値
判
断
が
あ
る
以
上
、
墾
術
家
が
作

品
の
な
か
に
反
映
す
る
生
活
の
異
貫
は
時
代
の
歴
史
的
方
向
の
本

質
の
洞
察
へ
の
契
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

69 

現
賓
を
正
し
く
再
現
し
た
過
去
の
文
事
が
、
生
活
の
前
進
的
な

文
拳
史
に
お
け
る
潟
質
主
義
の
意
味
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傾
向
と
死
滅
し
つ
つ
あ
る
傾
向
と
を
見
分
け
る
能
力
を
も
?
て
い

な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
貫
の
事
象
を
ふ
か
く
分

析
し
、
そ
の
本
質
に
近
づ
け
ば
、
そ
れ
だ
け
正
し
く
現
貫
の
未
来

に
お
け
る
毅
展
の
す
が
た
を
と
ら
え
、
未
来
へ
の
展
望
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
。
未
来
を
も
照
ら
す
光
の
も
と
で
、
現
賓
は
一
一
暦
正

し
く
描
か
れ
る
。
ま
た
空
想
す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
現
貫
か
ら

出
後
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
心
象
も
、
ま
た
ど
ん
な
奇

怪
な
空
想
も
、
現
貫
生
活
に
つ
い
て
の
知
識
な
く
し
て
は
、
そ
の

材
料
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
未
来
に
つ
い
て
の
空

想
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
現
賞
生
活
の
正
し
い
分
析

と
理
解
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寝
貫
主
義
が
ふ
か
い

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
殻
展
し
つ
つ
あ
る
も
の
へ
と
一
一
暦
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
マ
ン
主
義
が
ふ
か
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
現
在
支
配
的
な
も
の
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
も
の
に

一
一
唐
近
づ
ソ
¥
の
で
あ
る
。
生
活
の
事
象
の
な
か
に
は
過
去
の
名
ご

り
と
現
在
の
基
礎
と
未
来
の
芽
生
え
が
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
は
生

活
の
な
か
の
こ
の
未
来
の
芽
生
え
、
や
っ
と
現
れ
か
け
た
も
の
に

注
意
の
す
べ
て
を
向
け
て
、
こ
れ
ら
の
傾
向
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
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い
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象
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な
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し
よ
う
と
す
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。
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ロ
マ
ン
主
義
の
形
象
が
普
遍
化
の
一
形
式
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
空
想
さ
れ
た
形
象
で
あ
る
。
作
家
は
自

己
の
理
想
の
貫
現
を
空
想
の
カ
に
よ
っ
て
、
義
術
的
虚
構
、
生
活

の
つ
く
り
か
え
に
よ
っ
て
、
近
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
寓

貫
主
義
も
ロ
マ
ン
主
義
も
と
も
に
激
化
し
た
一
世
曾
的
諸
矛
盾
や
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
市
民
枇
舎
の
不
正
や
卑
俗
さ
に
た
い
す
る
批
判

か
ら
出
渡
し
た
。
た
だ
ロ
マ
ン
主
義
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
、
現
貫

に
た
い
す
る
直
接
的
批
判
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
貫
に
た
い

す
る
主
観
的
な
抗
議
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
過
去
の
歴
史
的
傑
件
の

も
と
で
、
作
家
が
生
活
の
過
程
を
そ
の
殻
展
の
な
か
に
包
括
的
に

示
す
こ
と
に
し
ば
し
ば
困
難
を
感
じ
、
現
在
に
お
い
て
支
配
的
な

も
の
と
将
来
に
お
い
て
殻
展
す
べ
き
も
の
と
に
そ
の
創
作
上
の
注

意
を
分
裂
さ
せ
た
例
は
す
く
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
生
ま

れ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
作
品
に
あ
っ
て
は
雷
然
細
部
の
描
寓
の
異
質

さ
が
軽
硯
さ
れ
、
失
わ
れ
た
。
こ
れ
は
現
貫
描
潟
の
主
観
的
原
則

と
客
観
的
原
則
と
の
不
一
致
の
結
果
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合

に
潟
貫
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
が
異
る
文
挙
的
方
法
と
し
て
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
雨
者
は
た
が
い
に
排
除
し
あ
う
も
の
で
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
た
が
い
に
む
す
び
ム
口
っ
て
い
る
。
正
確
に

v 
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言
え
ば
、
ロ
マ
ン
主
義
は
寝
貫
主
義
の
不
可
棋
の
構
成
要
素
で
あ

る
。
潟
貫
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
は
義
術
創
造
の
原
則
と
し
て
は

分
離
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
主
義
は
空
想
、
誇
張
、
異
常
な
性
格
や
欣
況
の
な
か
に

生
活
を
つ
く
り
か
え
る
。
そ
れ
は
貫
生
活
の
な
か
に
現
賓
的
な
素

材
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
い
う

形
式
も
ロ
マ
ン
主
義
に
個
有
の
も
の
で
は
な
く
、
烏
貫
主
義
と
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
馬
貫
主
義
に
お
け
る
空
想
の
意
義
に
つ

い
て
は
ま
え
に
述
べ
た
。
誇
張
は
寓
貫
主
義
の
文
撃
に
お
い
て
も

典
型
の
創
造
の
重
要
な
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
貫
を
ゆ
が
め
る

た
め
で
は
な
く
、
ま
た
作
家
の
主
観
的
な
悉
意
の
結
果
で
も
な
く
、

生
活
の
な
か
の
奇
型
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
一
般
に
事
象
の
か
く

れ
た
本
質
を
明
確
に
示
す
た
め
の
形
式
で
あ
る
。

と
り
わ
け
誇
張
の
一
形
式
で
あ
る
グ
ロ
テ
ス
ク
は
、
生
活
の
な

か
の
否
定
的
な
も
の
の
形
象
化
の
手
段
と
し
て
、
ひ
ろ
く
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
ゴ

1
ゴ
リ
の
文
撃
の
重
要
な
側
面

と
な
っ
て
い
る
。
ゴ

1
ゴ
リ
の
若
干
の
人
物
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
奇

型
性
は
そ
の
内
面
的
、
精
神
的
醜
悪
さ
の
表
現
の
遁
確
な
形
式
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
形
象
は
現
貫
世
界
に
は
賓
在
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し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
空
想
の
産
物
で
あ
る
が
、
同
時
に

現
貫
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
事
物
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る

も
の
の
集
約
さ
れ
た
描
寝
と
し
て
つ
よ
い
説
得
力
を
も
っ
。
委
術

は
事
物
の
内
面
的
な
か
く
れ
た
結
び
つ
き
、
そ
の
内
容
を
知
畳
し

う
る
よ
う
な
形
で
表
現
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
グ
ロ
テ
ス
ク
は
現
賓
の

な
か
で
か
な
ら
ず
、
し
も
直
接
的
に
感
知
し
観
察
し
え
な
い
よ
う
な

枇
舎
悪
や
さ
ま
ざ
ま
な
快
陥
を
形
象
と
し
て
描
く
の
で
あ
る
。
消

極
的
ロ
マ
ン
主
義
や
そ
の
一
形
式
と
し
て
の
象
徴
主
義
も
グ
ロ
テ

ス
ク
の
子
、
法
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
怖
の
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
り
、

事
象
の
な
か
に
ひ
そ
む
神
秘
的
な
カ
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
象
は
事
象
の
本
質
と
一
致
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

71 

異
常
な
性
格
や
蹴
況
の
設
定
に
づ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え

る
。
生
活
の
事
象
の
流
れ
の
な
か
で
、
個
々
の
事
象
の
な
か
に
そ

の
本
質
が
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
ま
れ
で
あ

る
。
事
象
の
な
か
に
ひ
そ
む
本
質
を
生
活
の
な
か
に
ひ
き
出
す
た

め
に
は
、
し
ば
し
ば
特
別
の
僚
件
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
の
性
格

は
重
大
な
試
練
、
や
全
精
神
力
の
投
入
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
件

の
な
か
に
も
っ
と
も
す
る
ど
く
表
現
さ
れ
る
。
異
常
な
事
件
が
描

交
問
苧
史
に
お
け
る
築
費
主
義
の
意
味

一一

か
れ
る
の
は
生
活
の
諸
事
象
を
そ
の
も
っ
と
も
緊
張
し
た
爆
竣
的

な
瞬
間
に
お
い
て
集
約
的
に
示
す
た
め
で
あ
る
。
塾
術
家
は
事
象

の
な
か
に
、
そ
の
本
質
を
示
し
そ
の
意
味
を
も
っ
と
も
は
っ
き
り

と
、
つ
よ
く
表
現
し
う
る
よ
う
な
性
格
や
賦
況
を
見
い
だ
し
、
ま

た
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
潟
貫
主
義
は
義
術
創
造
の
原
則
で
あ
っ
て
、
形
式
で

は
な
く
、
完
成
さ
れ
た
不
動
の
規
範
で
も
な
い
。
宙
局
貫
主
義
は
作

家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
と
る
し
、
同
一
の
作
品
の
な
か

に
も
寓
宜
的
な
部
分
と
非
潟
貫
的
な
部
分
と
が
あ
る
。
馬
貫
主
義

は
無
限
に
多
様
な
形
式
と
不
断
の
設
展
を
設
定
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
象
徴
の
子
、
法
も
篤
貫
主
義
の
原
則
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。
象
徴
は
古
く
か
ら
普
通
化
の
一
形
式
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ
ュ

ロ
ス
の
プ
ロ
、
メ

l
テ
ウ
ス
、
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
か
か
る
象

徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
象
徴
主
義
」
の
象
徴
で
は
な

い
。
「
象
徴
主
義
者
」
に
お
い
て
は
象
徴
は
特
別
の
神
秘
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
貫
の
卑
俗
な
、
よ
ご
れ
た
生
活
に

封
宣
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
別
の
世
界
に
つ
い
て
の
空
想
で
あ
り
、
一
脚

の
世
界
と
の
接
燭
の
期
待
で
あ
る
。

し
か
し
篤
貫
主
義
に
無
限
に
多
様
な
形
式
が
あ
り
う
る
か
ら
と
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言
っ
て
、
特
定
の
歴
史
的
保
件
の
も
と
に
生
ま
れ
た
古
典
主
義
や

感
傷
主
義
の
反
復
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
個
々

の
作
家
が
古
典
主
義
や
感
傷
主
義
の
形
式
の
い
く
つ
か
の
特
徴
を

と
り
い
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
馬
貫
主
義
が

、
そ
の
殻
現
を
さ
ま
た
げ
る
よ
う
な
形
式
の
な
か
に
み
ず
か
ら
を
拘

束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
古
典
主
義
や
感
傷
主
義
を
生

み
出
し
た
歴
史
的
保
件
は
も
は
や
反
復
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。

潟
貫
主
義
が
官
製
術
創
造
の
最
高
の
原
別
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
が
成
立
し
た
の
ち
に
つ
ね
に
文
撃
の
支
配
的
な
傾
向
と
し
て
と

ど
ま
り
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
枇
舎
的
諸
矛
盾
の
激
化
の
時
代

に
は
塾
術
は
一
方
で
現
賞
か
ら
の
逃
避
、
員
貫
の
軽
闘
の
傾
向
を

つ
よ
め
、
非
篤
質
的
と
な
る
。
自
然
主
義
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
歴

史
的
批
曾
的
僚
件
の
も
と
に
生
ま
れ
た
非
寝
貫
的
文
撃
の
一
形
式

で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
エ
ッ
カ

l
マ
ン
に
語
っ
て
い
る
。
「
後
退
し

額
慶
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
時
代
は
す
べ
て
主
観
主
義
に
み
ち
て
い

る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
前
方
に
進
ん
で
い
る
時
代
は
す
べ
て
客
観

的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
し

自
然
主
義
は
し
ば
し
ば
寓
貫
主
義
の
後
展
と
し
て
考
え
ら
れ
て

、併
、守

い
る
が
、
こ
の
傾
向
の
文
撃
は
寓
貫
主
義
の
成
立
に
先
立
っ
て
現

れ
て
い
る
。
一
定
の
歴
史
的
保
件
の
も
と
で
、
そ
れ
は
寓
貫
主
義

の
初
歩
的
な
段
階
あ
る
い
は
そ
の
穿
生
え
の
一
形
式
で
あ
っ
た
。

十
八
世
紀
の
ロ
シ
ヤ
の
作
家
チ
ュ
ル
コ
フ
や
レ
フ
シ
ン
の
作
品
は

現
賓
の
正
し
い
描
寓
を
志
向
し
つ
つ
も
、
典
型
を
創
造
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
馬
貫
主
義
が
文
事
的
技
術
の
問

題
、
思
想
性
の
問
題
と
ふ
か
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
十
九
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
る
自
然
主
義
は
第
一

に
従
来
の
潟
貫
主
義
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
の
、
あ
た
ら
し
い

主
張
を
も
ヮ
た
文
皐
潮
流
で
あ
り
、
第
二
に
思
想
性
の
喪
失
に
よ

る
篤
貫
主
義
の
解
樺
あ
る
い
は
そ
の
下
向
の
現
象
で
あ
る
。
こ
れ

は
と
も
に
枇
曾
的
諸
僚
件
の
費
化
の
、
文
撃
に
お
け
る
反
映
で
あ

り
、
第
一
の
傾
向
の
も
の
は
寝
貫
主
義
の
基
本
的
な
諸
性
格
を
担

否
し
つ
つ
、
そ
の
一
部
は
今
日
に
お
い
て
は
頚
療
護
術
の
一
形
式

と
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
傾
向
は
従
来
の
寝
貫
主
義
の
諸
形
式
を

保
持
し
づ
っ
も
、
あ
た
ら
し
い
時
代
の
諸
僚
件
に
慮
、
ず
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
、
馬
貫
主
義
の
硬
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
馬
貫
主
義
の
あ
た
ら
し
い
形
式
の
成
立
へ
の
契
機

を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
馬
貫
主
義
を
志
向
し
つ
つ
も
、
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そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
自
然
主
義
文
撃
の
外
観
を

も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
皐
潮
流
で
は
な
い
。

自
然
主
義
は
描
か
れ
る
現
象
の
詳
細
を
潟
異
的
な
正
確
さ
を
も

っ
て
再
現
し
よ
う
と
す
る
。
事
象
の
な
か
の
本
質
的
な
も
の
を
見

ず
に
、
典
型
を
担
否
心
、
性
格
の
描
馬
を
し
り
ぞ
け
、
環
境
の
描

潟
の
み
を
重
親
す
る
た
め
、
現
貫
の
後
展
の
基
本
的
合
法
則
性
を

73 

あ
き
ら
か
に
す
る
志
向
を
も
た
な
い
。

形
象
は
一
耽
曾
的
形
象
で
あ
る
揚
A
口
に
の
み
典
型
的
な
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
か
ら
、
典
型
化
の
担
否
は
枇
曾
的
現
貫
か
ら
は
な
れ

よ
う
と
す
る
志
向
を
意
味
す
る
。
自
然
主
義
の
要
求
す
る
個
性
化

は
義
術
の
非
枇
曾
性
の
要
求
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
個
性

化
さ
れ
た
人
物
は
枇
舎
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
生
物
事
的
な
人
間

で
あ
っ
て
、
現
質
的
な
枇
曾
的
な
人
間
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

人
聞
を
と
り
ま
く
環
境
も
ま
た
非
枇
舎
的
な
も
の
で
あ
る
。

現
賓
描
寓
の
こ
の
非
枇
曾
性
、
現
賓
の
馬
異
的
定
着
は
自
然
主

義
が
そ
の
基
本
的
な
要
求
と
し
て
、
描
寓
の
最
大
限
の
客
観
化
の

た
め
に
、
創
作
過
程
か
ら
萎
術
家
の
個
性
を
、
ま
た
現
賞
描
寓
に

お
け
る
主
観
的
色
彩
の
可
能
性
を
と
り
の
け
よ
う
と
す
る
た
め
で

あ
る
。
自
然
主
義
は
婆
術
の
思
想
性
に
反
封
し
、
事
術
家
の
思
考

文
拳
史
に
お
け
る
篤
貸
主
義
め
意
味

U 山ムみ'"""'ヰ

す
る
構
利
、
生
活
に
つ
い
て
の
償
値
判
断
の
権
利
を
否
定
し
て
、

義
術
は
た
だ
事
貫
を
確
認
し
定
着
し
う
る
の
み
で
、
そ
れ
に
づ
い

て
の
説
明
や
評
債
の
権
利
を
も
た
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
貰

際
に
は
自
然
主
義
的
な
客
観
主
義
の
も
た
ら
す
も
の
は
、
描
震
の

客
観
性
で
は
な
く
、
主
観
的
な
悲
意
で
あ
り
、
潟
貫
的
な
普
遍
化

の
否
定
で
あ
る
。

婆
術
的
創
造
が
思
考
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
然
主
義
に
よ
る
思
考

の
担
否
は
正
し
い
思
考
の
拒
否
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
-
も
ち

ろ
ん
萎
術
的
思
考
は
形
象
に
よ
る
思
考
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
本

的
な
カ
テ
ゴ
り

l
は
概
念
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
形
象
的
思

考
が
論
理
的
思
考
に
封
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
雨
者
は

と
も
に
現
賓
の
諸
事
貫
を
観
察
し
、
比
較
し
、
研
究
し
、
普
遍
化

す
る
。
す
な
わ
ち
現
象
か
ら
本
質
へ
と
せ
ま
る
の
で
あ
る
。

自
然
主
義
は
、
無
私
な
る
観
察
の
立
場
か
ら
生
活
の
異
貫
を
定

着
す
る
可
能
性
を
詑
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
す
る
主
惜
た
る
警

備
家
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
に
お
い
て
主
韓

を
客
檀
か
ら
き
り
は
な
す
こ
と
は
認
識
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
自
然
主
義
作
家
の
客
観
性
な
る
も
の
は
貫
際
に

は
描
察
さ
れ
る
も
の
の
主
観
的
な
、
表
面
的
な
懇
意
的
な
説
明
と
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こ
の
貼
で
自
然
主
義
は
印
象
主
義
と
の
多
く
の
類
似
鮎
を

も
っ
て
い
る
。
文
曲
学
の
任
務
を
事
貫
の
記
述
に
限
定
し
て
、
思
想

の
想
像
的
な
役
割
や
事
象
の
客
観
的
本
質
の
役
割
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
現
貫
に
た
い
し
て
自
己
の
主
観
的
な
意
園
を
お
し

つ
け
る
と
こ
ろ
の
こ
の
客
観
主
義
は
貫
際
に
は
主
観
主
義
の
立
場

に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
自
然
主
義
に
よ
る
・
事
象
の
普
遍
化
は
、
偶

然
的
な
も
の
を
必
然
的
な
も
の
に
ひ
き
あ
げ
、
必
然
的
な
も
の
を

偶
然
的
な
も
の
の
段
階
に
ひ
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
象
の

合
法
則
性
の
理
解
を
さ
ま
た
げ
、
描
寝
の
封
象
を
ゆ
が
め
る
。
寓

貫
主
義
と
自
然
主
義
と
の
基
本
的
な
ち
が
い
は
事
象
の
普
遍
化
の

程
度
で
は
な
く
、
そ
の
性
格
の
ち
が
い
に
よ
る
。
典
型
的
な
形
象

は
客
観
的
異
貫
を
表
現
す
る
普
遍
化
で
あ
る
が
、
自
然
主
義
的
形

象
は
員
賞
を
ゆ
が
め
る
普
遍
化
で
あ
り
、
普
遍
化
の
否
定
で
あ

る
。
事
象
の
殻
展
過
程
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
事
貫
や
傾
向
や
気

分
な
ど
の
横
大
さ
れ
た
再
現
は
自
然
主
義
的
普
遍
化
の
特
質
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
事
象
の
本
質
、
閥
連
、
合
法
則
性
を
解
明
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
形
象
を
破
壊
す
る
。

な
る
。粧

品
閏
生
活
へ
の
不
干
渉
は
自
然
主
義
の
基
本
的
な
要
求
で
あ

れ
ッ
、
「
高
官
術
の
た
め
の
萎
術
」
の
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
文
皐

v 

' 

， 

の
枇
曾
的
役
割
の
否
定
は
同
時
に
文
撃
の
否
定
的
役
割
の
主
張
で

あ
る
。
こ
の
場
合
フ
ラ
ン
ス
自
然
主
義
文
撃
の
創
始
者
の
一
人
と

さ
れ
て
い
る
ゾ
ラ
が
そ
の
生
活
お
よ
び
創
作
の
賓
践
の
上
で
は
園

民
の
運
命
へ
の
つ
よ
い
関
心
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
ゾ
ラ
の
作
品
は
彼
の
文
拳
上
の
主
張
に
矛

盾
し
て
、
し
ば
し
ば
寓
貫
主
義
へ
の
つ
よ
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

寓
貫
主
義
の
文
撃
に
お
け
る
現
貫
め
く
ら
い
面
の
描
馬
は
そ
れ
自

身
が
目
的
で
は
な
く
、
一
枇
曾
生
活
の
な
か
で
の
そ
の
貫
際
の
位
置

を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
の
一
位
合
的
原
因
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
生
み
・
出
す
原
因
の
克
服
を
志
向
し
て
い

U
。
こ
れ
に
た
い

し
て
自
然
主
義
の
文
撃
は
否
定
的
な
奇
型
的
な
も
の
を
描
い
て
、

そ
れ
を
直
接
に
批
判
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
し
な
い
が
、

そ
れ
を
美
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
是
認
す
る
の
で
あ

る
。
今
日
自
然
主
義
的
傾
向
の
作
家
の
多
く
は
、
か
な
ら
ず
し
も

反
馬
貫
主
義
を
と
な
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
寝
貫
主
義

の
深
化
を
と
な
え
て
い
る
が
、
「
生
活
の
異
貫
」
、
「
あ
る
が
ま
ま

の
生
活
」
等
の
言
葉
の
も
と
に
、
た
よ
え
ば
生
理
的
、
心
理
的
倒

錯
の
描
寓
に
よ
っ
て
、
現
貫
の
正
し
い
認
識
を
担
否
す
る
。
こ
う

し
て
自
然
主
義
は
潟
貫
主
義
の
基
本
的
な
原
則
を
す
べ
て
否
定
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
寓
貫
主
義
と
は
ち
が
っ
た
も
の
に
な
る
。

し
か
し
一
方
で
自
然
主
義
は
寓
貫
主
義
の
あ
た
ら
し
い
毅
展
の

た
め
の
契
機
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
十
九
世
紀
の
寓
貫
主
義
が
、
そ

の
こ
ろ
の
枇
曾
的
諸
矛
盾
の
批
判
を
お
も
ち
V
課
題
と
し
て
い
た
か

ぎ
り
、
作
家
の
一
位
舎
的
見
地
は
か
な
ら
ず
し
も
づ
ね
に
重
要
な
役

割
を
演
じ
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
作
家
が
心
に
え

が
く
園
民
の
幸
一
繭
の
理
想
ど
そ
れ
に
い
た
る
道
は
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
民
性
の
概
念
も
抽
象
的
な
内
容
の

ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゴ

i
ゴ
リ
は
こ
の
こ

と
の
い
ち
じ
る
し
い
例
謹
で
あ
る
。
彼
は
十
九
世
紀
前
半
の
農
奴

制
下
の
ロ
シ
ヤ
に
あ
っ
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
市
民
社
舎
の
理
念

に
は
反
釣
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
善
良
な
地
主
の
家
長
的
な
支
配
と

勤
勉
な
農
民
の
そ
れ
へ
の
服
従
の
な
か
に
ロ
シ
ヤ
園
民
の
幸
踊
の

理
想
を
見
て
い
た
が
、
そ
の
作
品
の
な
か
で
は
官
僚
批
舎
や
農
奴

制
の
批
判
の
比
類
の
な
い
高
さ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は

自
分
の
作
品
の
一
枇
合
的
反
響
の
あ
ま
り
に
も
大
き
い
の
に
お
ど
ろ

い
て
、
そ
れ
に
改
作
の
筆
を
加
え
よ
う
と
し
た
が
、
萎
術
家
と
し

て
の
彼
は
自
分
の
つ
く
り
出
し
た
形
象
を
ど
う
し
て
も
ゆ
が
め
る

・
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
園
民
の
運
命
に
深
い
闘
心
を
よ

ぃ
父
挙
史
に
お
け
る
篤
貸
主
義
の
意
味

ー 一 一一一一一一ー--.C.L，.

せ
て
い
た
彼
の
善
意
は
う
た
が
う
べ
く
も
な
い
。
晩
年
の
ゴ
|
ゴ

リ
の
悲
劇
の
み
な
も
と
は
こ
の
こ
と
に
あ
っ
た
。

文
準
作
品
は
人
聞
を
ま
わ
り
の
複
雑
な
生
活
版
況
の
な
か
に
描

き
出
す
。
そ
の
細
部
の
描
寝
が
異
質
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
お
の

ず
か
ら
事
貫
に
つ
い
て
の
正
し
い
結
論
が
ひ
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ

が
作
者
自
身
の
換
期
す
る
結
論
と
は
ち
が
う
場
合
も
あ
る
。
潟
貫

主
義
塾
術
に
お
け
る
典
型
の
創
造
は
つ
ね
に
異
質
を
志
向
し
て
い

る
。
典
型
的
な
形
象
の
特
質
の
一
つ
は
そ
れ
が
多
く
の
場
合
に
作

者
自
身
の
世
界
観
よ
り
も
ひ
ろ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
貼

に
高
官
術
創
造
の
方
法
と
し
て
の
寓
貫
主
義
の
力
が
あ
る
。

だ
が
こ
の
こ
と
か
ら
寓
貫
主
義
塾
術
に
お
い
て
作
者
の
世
界
観

が
な
ん
の
意
義
を
も
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
美
的
理
想
の
形
で
テ

1
7
の
決
定
に
表
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の

テ
1
7
に
も
と
ヴ
い
て
彼
が
作
品
の
な
か
で
取
り
あ
げ
よ
う
と
す

る
事
象
の
撰
捧
の
な
か
に
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
事
象
相
互
の
閥
遠

の
描
潟
の
な
か
に
、
典
型
の
創
造
を
通
じ
て
の
事
象
の
債
値
判
断

の
な
か
に
表
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
護
術
作
品
の
な
か
に
は
一
づ
と
し

て
作
家
の
世
界
観
と
無
関
係
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
萎

術
の
創
造
は
概
念
の
形
象
化
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
創
作
万
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訟
は
世
界
観
に
た
い
し
て
い
つ
も
相
封
的
な
濁
立
性
を
も
っ
て
い

る。
し
か
し
十
九
世
紀
の
後
宇
に
市
民
枇
舎
の
理
想
が
見
う
し
な
わ

れ
、
人
間
関
係
の
調
和
が
ま
す
ま
す
ひ
ろ
い
範
圏
に
わ
た
っ
て
破

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
た
ら
し
い
理
想
が
現
質
的
な
力
を
も

っ
て
現
れ
て
く
る
と
と
も
に
、
文
拳
の
ま
え
に
も
あ
た
ら
し
い
課

題
が
提
出
さ
れ
る
。
一
枇
舎
の
こ
の
動
き
を
本
質
的
な
も
の
と
見
る

か
、
偶
然
的
な
も
の
と
見
る
か
は
作
家
の
枇
曾
的
見
地
に
よ
っ
て

き
ま
る
。
ま
た
こ
の
動
き
が
作
家
に
一
位
曾
的
見
地
の
決
定
を
要
求

し
て
い
た
。
こ
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
時
代
の
も
っ
と
も
中
心

的
な
問
題
を
避
け
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
十
九
世
紀
の
す
え
か
ら

二
十
世
紀
の
は
じ
め
の
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
歴
史
は
こ
の
こ
と
を
非
常

に
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
寓
貫
主
義
文
撃
の
あ
た
ら
し
い
形

式
の
必
要
を
議
感
し
な
が
ら
、
現
貫
の
な
か
に
そ
の
た
め
の
素
材

を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
チ
ェ

l
ホ
フ
、

コ
ロ
レ
ン
コ

: --

の
苦
悩
、
プ

l
ニ
ン
の
悲
劇
、
ロ
マ
ン
主
義
の
方
向
に
む
か
つ
た

ゴ

l
リ
キ

l
の
探
求
は
こ
の
こ
と
の
例
謹
で
あ
る
。
文
率
的
ユ
ト

ピ
ズ
ム
の
時
代
が
お
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

理
想
を
失
な
っ
た
現
貫
描
寝
は
も
は
や
生
活
の
本
質
的
な
問
題

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第
二
義
的
な
問
題
、
生
活
の
個
々
の

部
分
的
側
面
に
ふ
れ
う
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ロ
シ
ヤ
文

撃
の
な
か
で
馬
貫
主
義
は
枇
曾
主
義
の
理
想
を
見
い
だ
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
お
の
れ
を
若
が
え
ら
せ
、
あ
た
ら
し
い
形
式
を
生
み
出

し
た
。
ル
フ
ェ

l
グ
ル
は
そ
の
「
美
事
へ
の
寄
輿
」
の
な
か
で
、

こ
れ
を
義
術
創
造
に
お
け
る
寸
無
意
識
時
代
の
終
末
」
と
名
づ
け

て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
篤
貫
主
義
の
原
則
は
聾
わ
ら
な
い
。
た

だ
そ
れ
は
塾
術
創
造
の
一
一
暦
ひ
ろ
い
可
能
性
、
な
に
よ
り
も
ま
ず

ロ
マ
ン
圭
義
と
の
有
機
的
な
、
現
質
的
な
結
び
つ
き
の
可
能
性
を

獲
得
す
る
。、も

b 

(
一
橋
大
拳
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