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こ
と
ば
と
人
間

　
　
－
四
つ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
巡
っ
て

学
問
へ
の
招
待
、
こ
れ
が
本
誌
の
総
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
と
聞
く
。

そ
し
て
私
は
本
学
の
一
英
語
教
師
と
し
て
そ
れ
に
参
画
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
求
め
ら
れ
た
。
要
す
る
に
、
一
挙
科
目
と
し
て
の
英
語
を
学
問

と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
い
か
な
る
挙
問
で
あ
る
か
を
説
明
な

い
し
紹
介
し
、
諸
兄
を
そ
の
世
界
へ
招
き
入
れ
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
凝
問
が
起
る
。
わ
ざ
わ
ざ
お
招
き
に
与
ら

ざ
る
と
も
、
英
語
は
す
で
に
中
学
、
高
校
と
嫌
に
な
る
ほ
ど
つ
き

合
っ
て
き
た
で
は
な
い
か
。
学
問
と
し
て
の
英
語
？
　
私
は
大
学

で
英
語
挙
空
言
語
学
を
専
攻
す
る
つ
も
り
は
な
い
、
と
い
う
人
も

多
勢
い
よ
う
。
と
も
に
尤
も
な
発
言
で
あ
る
。

　
で
は
、
英
語
は
単
な
る
実
用
手
段
に
過
ぎ
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。
挙

磯
　
　
地

明
　
　
雄

校
で
挙
ぷ
英
語
は
金
く
学
問
と
無
縁
な
の
だ
ろ
う
か
。
英
語
を
、

あ
る
い
は
、
広
く
外
国
語
を
、
学
ぶ
こ
と
の
意
味
は
一
体
何
な
の

か
。　

今
日
、
外
国
語
教
育
に
対
す
る
批
判
、
論
議
は
世
に
喧
し
い
。

通
俗
的
な
い
し
啓
蒙
的
「
こ
と
ば
」
論
、
学
問
的
な
研
究
論
文
、

と
も
に
巷
閲
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
紹
介
、
批
判

す
る
余
裕
は
な
い
。
以
下
、
本
稿
の
表
題
の
と
お
り
、
幾
つ
か
の

ア
7
オ
リ
ズ
ム
を
巡
り
つ
つ
、
外
国
語
教
育
に
ま
つ
わ
る
私
の
間

題
意
識
を
述
べ
た
い
。
そ
の
な
か
か
ら
、
さ
き
の
問
い
、
つ
ま
り
、

外
国
語
教
育
の
目
的
と
意
味
、
そ
し
て
、
も
し
あ
り
う
る
な
ら
ば
、

語
挙
な
る
も
の
の
学
的
位
置
づ
け
の
可
能
性
、
が
浮
ぴ
上
っ
て
く

れ
ぱ
幸
い
で
あ
る
。
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（95） ことぱと人間

経
験
と
こ
と
ぱ

　
本
誌
が
主
に
新
入
生
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
最
初

に
紹
介
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
し
て
、
次
の
文
を
読
み
た
い
。

↓
ま
o
巨
5
器
霧
睾
o
｛
ま
旨
o
目
峯
巨
争
臣
ω
ざ
霊
異
電
－

ユ
①
旨
8
q
顯
自
o
－
＄
冒
o
創
窒
里
q
o
o
H
事
φ
｝
ω
o
o
o
窃
亭
①

臼
o
巨
｛
．
d
自
け
幸
崖
里
“
“
o
“
巨
①
o
ヴ
ー
5
｛
ω
固
目
Φ
目
サ
φ
目
o
Φ
オ
↓
o

亭
①
9
o
目
岸
o
巳
｝
顯
妃
窒
竃
o
目
ρ
　
　
　
　
　
（
岩
｛
g
豊
8
）

　
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
経
験
、
新
た
な
学

ぴ
の
世
界
へ
入
る
と
き
の
、
子
供
と
大
人
の
姿
勢
の
違
い
を
捉
え

た
文
で
あ
る
。
（
大
学
と
い
う
所
も
、
新
入
生
に
と
っ
て
、
ひ
と

つ
の
新
た
な
経
験
の
場
で
あ
り
、
学
び
の
場
で
あ
る
。
単
な
る

「
通
過
点
」
で
な
け
れ
ぱ
幸
い
で
あ
る
。
）

　
子
供
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
経
験
、
新
た
な
知
識
と
の
出
合
い

は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
す
べ
て
未
知
の
世
界
へ
の
「
入
り
口
」

で
あ
る
、
と
い
う
。
今
、
語
学
云
々
の
以
前
に
、
子
供
の
言
語
習

得
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
コ
ト
パ
を
介
し
て
新
た

な
経
験
世
界
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
子
供
の
姿
が
鮮
か
に
み
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　
幼
児
の
発
語
行
為
の
特
徴
と
し
て
誰
し
も
の
気
が
つ
く
こ
と
に

次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。

　
幼
児
は
そ
の
成
長
の
あ
る
段
階
で
、
目
に
ふ
れ
る
も
の
、
耳
に

聞
こ
え
る
も
の
に
対
し
て
、
し
き
り
に
そ
の
名
を
言
う
。
習
い
覚

え
た
モ
ノ
の
名
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
特
定
の
対
象
に

対
し
て
あ
る
特
定
の
コ
ト
パ
を
与
え
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
り
、

同
時
に
、
そ
の
自
ら
の
発
語
行
為
に
対
し
て
周
囲
の
人
々
の
示
す

反
応
を
喜
ぷ
。

　
少
し
進
ん
だ
段
階
で
は
、
こ
れ
も
周
知
の
如
く
、
「
こ
れ
な
、
あ

に
」
「
あ
れ
な
あ
に
」
を
連
発
す
る
。
更
に
は
、
「
な
ぜ
」
「
ど
う

し
て
」
を
連
発
す
る
。
前
者
は
モ
ノ
と
コ
ト
バ
の
対
応
確
認
で
あ

り
、
後
者
の
間
い
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ト
の
世
界
で
あ

る
。

　
も
う
一
点
忘
れ
て
な
ら
ぬ
の
は
、
今
述
べ
た
こ
と
と
裏
返
し
の

関
係
に
な
る
が
、
逆
に
、
名
を
知
り
え
ぬ
と
き
、
あ
る
い
は
、

「
な
ぜ
．
ど
う
し
て
」
に
対
す
る
答
を
得
ら
れ
ぬ
と
き
の
幼
児
の

不
満
．
不
安
で
あ
る
。
お
と
な
に
と
っ
て
は
新
し
い
経
験
の
戸
口

（
旨
o
；
ξ
）
は
そ
れ
こ
そ
単
な
る
．
程
ω
窒
o
目
①
．
に
す
ぎ
ぬ
か
も

知
れ
な
い
が
、
子
供
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
．
竃
芽
昌
8
，
で
あ
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り
、
そ
の
向
う
側
に
開
け
る
の
は
悦
ぴ
の
世
界
で
あ
る
と
同
時
に

不
安
に
充
ち
た
世
界
で
も
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
安
が
、

子
供
の
自
己
認
識
、
世
界
認
識
の
大
き
な
モ
メ
ン
ト
と
な
る
。

　
幼
児
は
コ
ト
バ
の
獲
得
を
通
し
て
モ
ノ
・
コ
ト
の
世
界
へ
参
入

し
、
突
き
進
む
。
言
い
換
え
れ
ぱ
、
モ
ノ
・
コ
ト
の
世
界
は
コ
ト

バ
に
よ
り
成
就
す
る
、
生
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
幼
児
は
そ
の
発
語
行
為
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
コ
ト
バ
を

媒
体
と
し
て
、
自
己
と
他
者
と
の
間
に
違
関
の
場
が
生
れ
る
こ
と

を
知
る
。

　
さ
ら
に
、
子
供
は
コ
ト
バ
に
よ
り
自
己
の
世
界
を
拡
げ
て
ゆ
く

と
同
時
に
、
コ
ト
バ
に
よ
り
、
周
囲
の
世
界
の
中
で
の
自
己
の
存

在
を
確
認
し
て
ゆ
＜
。
先
に
も
ふ
れ
た
、
あ
る
特
定
の
モ
ノ
あ
る

い
は
コ
ト
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
コ
ト
バ
を
与
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
に
よ
り
、
荘
漠
た
る
世
界
の
一
部
を
、
コ
ト
パ
を
介
し

て
、
切
り
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
対
象
認
識
は
、
同
時
に
、

そ
の
行
為
者
た
る
主
体
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
、
あ
る
い
は
、
自

己
の
存
在
定
位
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
（
判
り
や
す
い
例
を
引

く
な
ら
ば
、
遣
に
迷
っ
た
と
き
、
人
は
周
囲
の
事
物
を
確
認
す
る

こ
と
に
よ
り
自
分
の
位
置
を
知
る
。
こ
の
場
合
に
も
「
不
安
」
が

主
要
な
役
割
を
果
す
。
不
安
が
無
け
れ
ぱ
人
は
誤
っ
た
方
向
を
平

気
で
進
む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
）

　
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
き
、
コ
ト
バ
の
獲
得
は
、
幼
児
に
と

り
、
文
字
ど
お
り
新
た
な
世
界
・
学
び
の
世
界
へ
と
突
き
進
む
こ

と
を
意
味
し
、
同
時
に
、
自
己
と
他
者
、
自
己
と
そ
れ
を
と
り
ま

く
世
界
、
と
の
関
係
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
幼
児
を
表
わ
す
英
語
の
．
－
巨
彗
“
．
は
　
「
も
の
を
言
え
な
い
者
」

を
原
義
と
す
る
。
コ
ト
バ
の
獲
得
は
、
一
個
の
生
物
が
ヒ
ト
と
し

て
確
立
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ら
で
大
人
の
方
へ
視
点
を
移
そ
う
。

　
子
供
の
言
表
行
為
を
め
ぐ
り
わ
れ
わ
れ
の
観
察
し
て
き
た
諸
点

ま
、
友
く
大
八
を
も
含
め
、
コ
ト
バ
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
で
、

さ
ら
に
、
広
く
言
語
教
育
を
考
え
る
上
で
、
基
本
的
な
重
要
事
項

を
含
ん
で
い
る
。
い
や
、
人
間
の
言
語
行
為
の
基
本
は
そ
の
大
部

分
が
こ
の
幼
児
の
発
語
行
為
に
既
に
現
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も

よ
い
。

　
そ
の
第
一
点
。
言
語
の
も
つ
最
も
重
要
な
働
き
の
ひ
と
つ
は
、

ヒ
ト
は
コ
ト
バ
に
よ
り
世
界
を
分
節
（
胃
ま
邑
算
o
）
す
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
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ヒ
ト
は
そ
の
成
長
段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
、
そ
の
と
き
に

合
っ
た
コ
ト
バ
を
獲
得
し
な
が
ら
自
己
の
世
界
を
拡
げ
て
ゆ
く
。

青
年
期
は
、
大
人
の
感
情
世
界
、
あ
る
い
は
、
歴
史
や
社
会
、
あ

る
い
は
、
抽
象
論
理
の
世
界
、
等
々
へ
入
る
鍵
と
な
る
コ
ト
バ
を
、

恐
ら
く
、
も
っ
と
も
吸
収
す
る
時
期
だ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ぱ
、
そ

れ
ら
自
ら
吸
収
す
る
］
ト
バ
に
よ
っ
て
自
己
の
世
界
を
形
成
し
て

ゆ
く
。
そ
れ
ら
の
コ
ト
バ
に
よ
り
、
流
れ
動
い
て
や
ま
ぬ
混
沌
た

る
経
験
世
界
に
ひ
と
つ
の
秩
序
を
与
え
る
。

　
コ
ト
バ
に
よ
る
世
界
の
分
節
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
あ
る
特

定
言
語
に
よ
る
あ
る
特
定
の
世
界
の
分
節
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
。

試
み
に
、
ご
く
日
常
的
な
語
彙
を
と
り
上
げ
て
日
本
語
と
英
語
の

比
較
を
し
て
み
る
と
よ
い
。
例
え
ぱ
、
色
や
味
覚
を
表
わ
す
語
、

人
称
代
名
詞
、
身
近
な
動
植
物
の
呼
称
、
そ
れ
ぞ
れ
に
日
本
語
と

英
語
と
で
は
そ
れ
に
よ
り
切
り
と
ら
れ
る
世
界
が
大
き
く
異
る
こ

と
が
判
る
だ
ろ
う
。

　
因
み
に
、
今
、
本
稿
で
私
の
使
っ
て
い
る
「
コ
ト
バ
」
と
い
う

語
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
語
で
あ
り
、
英
語
で
言
う

．
幸
o
邑
．
（
個
々
の
単
語
）
、
．
毛
塞
3
．
（
言
表
行
為
）
、
．
一
竃
o
貝
冨
o
q
o
．

（
音
声
・
文
字
に
よ
り
思
想
・
感
情
な
ど
を
伝
え
る
、
あ
る
い
は
、

形
成
す
る
、
言
葉
の
総
体
。
ま
た
、
一
国
な
い
し
一
民
族
の
言
語
）

等
々
を
含
め
て
、
便
宜
的
に
使
っ
て
い
る
。
裏
返
し
て
、
英
語
の

峯
O
H
P
岩
8
争
し
竃
㎝
量
O
有
O
そ
れ
ぞ
れ
、
即
「
コ
ト
バ
」
で
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
切
り
と
る
対
象
の
拡
が
り
、
質
は
異
る
。

　
こ
れ
は
単
語
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
文
の
構
造
、
比
楡
表
現
、

等
々
に
も
及
ぷ
。

　
か
く
み
て
来
る
と
き
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
は
・
人
そ
れ
ぞ
れ

の
も
つ
コ
ト
パ
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
る
・
と
言
っ
て
も

よ
い
。
「
各
人
に
と
っ
て
の
言
語
の
隈
界
は
世
界
の
隈
界
を
意
味

す
る
」
（
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
ィ
ン
）
の
で
あ
る
。

　
コ
ト
バ
の
も
つ
働
き
の
第
二
点
。
そ
れ
は
右
と
関
連
す
る
こ
と

だ
が
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
人
は
コ
ト
バ
に
よ
り
対
象
認
識

を
行
う
と
同
時
に
、
こ
の
対
象
認
識
が
自
己
認
識
に
は
ね
返
っ
て

く
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
コ
ト
バ
を
求
め
て
、
か
つ
、
そ
れ
を
得
ら
れ
ぬ
と
き
の
幼
児
の

不
安
は
そ
の
萌
芽
的
な
表
わ
れ
で
あ
る
。
青
年
期
に
特
徴
的
な
強

い
自
意
識
、
自
己
反
省
、
あ
る
い
は
、
強
い
理
想
主
義
、
更
に
は

又
、
そ
の
裏
返
し
と
も
言
う
ぺ
き
漢
然
た
る
不
安
、
等
々
も
こ
こ

に
起
因
す
る
。

　
つ
ま
り
、
コ
ト
バ
獲
得
に
よ
る
、
あ
る
い
は
、
言
語
使
用
に
よ
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る
自
己
認
識
と
は
、
ヒ
ト
が
そ
の
成
長
過
程
に
応
じ
て
、
コ
ト
バ

を
媒
介
と
し
て
自
己
と
外
界
と
の
相
対
的
な
位
置
関
係
を
確
認
し
、

自
己
の
定
位
を
計
る
試
み
で
あ
る
。

　
生
物
界
に
は
時
間
・
空
間
内
で
の
自
己
の
定
位
づ
け
を
行
っ
て

い
る
様
々
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。
（
尤
も
こ
こ
で
い
う
時
空
概
念

は
人
間
の
そ
れ
で
あ
り
、
他
の
生
物
の
時
空
世
界
は
、
厳
密
に
は
、

人
間
に
は
判
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
又
、
「
世
界
」
と
い
う
も
の
も
、
人

間
が
、
あ
る
い
は
、
個
々
人
が
知
覚
し
、
認
識
し
う
る
範
囲
の
時

空
の
拡
が
り
を
指
す
の
で
あ
り
、
人
間
以
外
の
生
物
に
こ
れ
を
適

用
す
る
の
壮
、
こ
れ
ま
た
言
語
的
制
約
か
ら
来
る
便
法
に
す
ぎ
な

い
。
）
例
え
ば
、
数
々
の
渡
り
島
が
、
人
間
尺
度
か
ら
す
れ
ぱ
と

て
つ
も
な
い
空
間
を
移
動
す
る
に
際
し
て
、
か
れ
ら
は
太
陽
や
星

々
の
位
置
、
角
度
、
等
々
を
利
用
し
て
自
ら
の
定
位
手
段
と
す
る

と
い
う
。

　
ヒ
ト
に
あ
っ
て
は
、
コ
ト
バ
こ
そ
が
こ
の
自
己
定
位
の
手
段
な

の
で
あ
る
。

　
ヒ
ト
が
コ
ト
バ
を
媒
体
と
し
て
外
界
の
モ
ノ
・
コ
ト
の
世
界
へ

と
進
み
ゆ
く
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ
の
際
に
、
人
間
の
知
覚
作

用
と
そ
れ
に
基
づ
く
認
識
作
用
も
又
そ
の
大
部
分
を
コ
ト
バ
に
よ

り
行
う
。
何
ら
か
の
言
語
以
前
の
知
覚
作
用
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ

　
　
‘

を
表
わ
す
コ
ト
バ
を
持
た
ぬ
と
き
、
そ
の
知
覚
は
意
識
に
上
ら
な

い
。
（
英
語
の
器
易
9
目
箒
①
竃
島
9
昌
算
①
器
冨
o
o
h
～
　
と

い
う
語
句
、
表
現
は
こ
の
間
の
事
情
を
反
映
し
て
い
て
興
味
深

い
。
）

　
更
に
又
、
ヒ
ト
は
コ
ト
バ
を
通
し
て
非
現
実
、
非
実
在
の
世
界

を
も
経
験
す
る
。
い
わ
ゆ
る
想
像
カ
の
世
界
、
高
度
の
抽
象
世
界

－
例
え
ぱ
、
空
（
虚
無
）
の
認
識
、
ゼ
ロ
、
無
限
等
々
の
観
念

－
を
有
す
る
の
は
人
間
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
．
。

　
こ
れ
ら
の
観
点
に
立
つ
と
き
、
他
者
の
言
葉
、
他
国
の
言
語
を

知
る
こ
と
の
意
味
は
も
は
や
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
通
し
て

人
は
自
己
の
世
界
を
広
げ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
れ
は
、
自

己
の
言
語
、
自
国
語
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
自
己
の
世
界
を
相

対
化
し
、
対
象
化
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

　
人
間
は
外
に
向
っ
て
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
。
自
己
か
ら
他
者

へ
・
自
己
か
ら
世
界
へ
、
人
間
か
ら
人
間
以
外
の
世
界
へ
・
等
々

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
「
開
か
れ
て

在
る
」
こ
と
の
基
盤
を
成
す
の
は
「
コ
ト
パ
」
で
あ
る
。
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一
一
応
答
と
責
任

　
外
に
向
っ
て
開
か
れ
た
存
在
と
い
う
の
は
人
間
の
み
に
隈
ら
な

い
。
先
に
例
に
出
し
た
渡
り
鳥
は
も
ち
ろ
ん
、
一
本
の
草
木
と
言

え
ど
も
、
遠
く
一
億
五
千
万
キ
ロ
か
な
た
に
源
を
発
す
る
太
陽
の

光
と
、
あ
る
い
は
大
地
の
奥
深
く
、
無
数
の
無
機
物
、
有
機
物
の

世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
生
物
と
し
て
の
ヒ
ト
も
そ
の
意
味
で

は
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
、
人
間
に
あ
っ
て
は
自
ら
の
そ
の
よ
う

な
あ
り
方
と
同
時
に
、
他
者
の
存
在
様
態
を
も
視
野
に
入
れ
、
そ

れ
に
応
え
、
そ
れ
に
働
き
か
け
る
。

　
前
章
で
は
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
世
界
、
そ
し
て
自
己
の
経
験

世
界
へ
の
「
入
り
口
」
と
し
て
の
言
語
の
働
き
を
み
て
き
た
。
本

章
で
は
、
自
己
と
外
界
と
を
つ
な
ぎ
、
自
己
と
他
者
と
を
媒
介
し
、

自
己
内
部
で
の
思
考
・
感
情
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
コ
ト
バ

の
働
き
を
閲
題
と
す
る
。

　
又
ひ
と
つ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
巡
っ
て
話
を

進
め
た
い
。
　
　
。

Ω
彗
邑
罵
冨
毛
o
易
亭
；
け
㌣
婁
云
誌
o
巨
く
邑
－
雪
Φ
亭
o
H
o
宕

H
墨
一
冨
｛
o
■
昌
目
卯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籟
自
一
〕
胃
）

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
は
竃
｛
o
舅
－
一
〕
畠
身
と
冨
｛
g
宇

ぎ
o
q
と
の
対
応
が
眼
目
で
あ
る
。
（
も
し
も
こ
れ
を
日
本
語
の
「
責

任
」
と
「
応
答
」
に
置
き
換
え
る
な
ら
ぱ
両
者
の
対
応
・
連
関
は

希
薄
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
日
本
語
で
「
責
任
」
と
い

う
重
要
概
念
を
使
ぺ
つ
と
き
、
あ
る
い
は
、
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が

・
轟
電
邑
巨
o
目
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
は

い
ま
一
度
注
意
を
促
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
く
o
量
鼻
・

婁
o
津
冒
o
員
－
彗
芽
o
ユ
彗
は
、
よ
り
は
っ
き
り
と
対
応
し
て
い

る
。
）

　
何
に
対
す
る
冨
｛
o
邑
巨
o
目
か
。
そ
こ
に
生
起
す
る
篶
｛
冒
・

邑
U
自
身
と
は
何
か
。

　
見
る
・
聞
く
・
感
ず
る
・
思
う
・
考
え
る
・
意
欲
す
る
1
お

よ
そ
人
間
の
内
面
活
動
は
す
べ
て
言
語
と
の
結
ぴ
つ
き
の
上
に
成

り
立
，
っ
て
い
る
。
見
る
・
聞
く
と
い
う
一
見
受
動
的
な
行
為
な
い

し
知
覚
作
用
も
例
外
で
は
な
い
。

　
今
ひ
と
り
の
男
が
野
原
の
小
道
を
歩
い
て
行
く
。
彼
の
眼
に
ふ

れ
、
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
物
は
無
数
に
あ
る
。
だ
が
、
囲
り
の
草

木
、
足
も
と
の
石
こ
ろ
、
鳥
の
声
、
虫
の
音
、
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
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の
個
有
の
名
を
以
て
呼
ぴ
か
け
う
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
、

名
を
知
ら
ぬ
も
の
は
、
彼
に
と
っ
て
は
存
在
せ
ぬ
に
等
し
い
。
ま

た
個
々
の
事
象
の
連
関
を
捉
え
る
言
語
操
作
の
及
ば
ぬ
部
分
は
彼

の
意
識
に
入
ら
な
い
。
コ
ト
バ
に
よ
り
分
節
さ
れ
ぬ
世
界
は
彼
に

と
っ
て
は
無
に
等
し
い
。

　
し
か
し
、
も
し
も
彼
が
注
意
ぶ
か
く
外
界
に
対
し
て
心
を
開
き
、

充
分
に
感
覚
を
働
か
せ
る
な
ら
ぱ
、
数
々
の
草
木
が
眼
に
つ
き
、

さ
ま
ざ
ま
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
形
を
形
と
し
て
捉
え
、

音
を
音
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
ま
だ
大
ま
か
な
分
節
と
は
言
え
そ

れ
が
起
っ
て
い
る
。
更
に
意
識
を
集
中
す
れ
ぱ
、
こ
の
形
の
世
界

の
、
音
の
世
界
の
、
よ
り
再
分
化
さ
れ
た
バ
タ
ン
が
彼
の
意
識
の

申
に
生
れ
る
だ
ろ
う
。

　
二
れ
が
冨
岩
昌
g
お
一
」
他
な
ら
な
い
。
外
界
か
ら
の
刺
激
に

対
す
る
単
な
る
「
反
応
」
に
す
ぎ
ぬ
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
そ
う

だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
個
々
の
形
、
個
々
の
音
に
対
し
て
そ
れ
を

受
け
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
そ
れ
ら
の
事
物
と
自
己
と
の

間
の
関
係
の
場
に
入
り
つ
つ
あ
る
。

　
こ
の
先
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
る
か
。
も
し
も
こ
の
関

係
が
そ
こ
で
終
っ
て
し
ま
う
な
ら
ぱ
、
あ
る
い
は
、
彼
が
そ
れ
を

放
棄
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
こ
に
は
何
も
起
ら
な
い
。
何
の
状
況
も
生

れ
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
も
し
も
彼
が
こ
の
関
係
を
さ
ら
に
深
め
、

強
め
て
ゆ
く
な
ら
ぱ
、
そ
こ
に
生
れ
る
状
況
は
単
な
る
「
刺
激
・

反
応
」
の
関
係
で
は
な
い
。
彼
に
語
り
か
け
て
い
る
も
の
は
、
漢

然
た
る
、
分
節
化
以
前
の
自
然
の
一
部
で
は
な
く
、
個
の
存
在
で

あ
り
、
彼
も
ま
た
一
個
の
人
楕
と
し
て
「
応
答
」
し
て
い
る
。
こ

れ
が
先
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
E
言
う
、
H
＄
－
篶
名
O
目
畠
目
O
q
．
で
あ
ろ

う
。
（
「
人
格
」
の
意
味
は
後
の
補
註
2
を
参
照
。
）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
へ
と
歩
み
入
る
彼
は
、
放
棄
、
断
念
、

無
視
と
は
反
対
に
、
こ
の
状
況
に
対
し
て
主
体
的
に
昌
岩
昌
苧

げ
畠
専
を
引
き
う
け
た
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
状
況
に
み
て
と
れ
る
と
お
り
、
「
責
任
」
は
行
為
の
自
由

な
意
志
決
定
に
基
く
。
費
任
が
ふ
り
か
か
る
、
と
い
う
と
き
の
責

任
は
真
の
貴
任
で
は
な
い
。
貴
任
を
負
う
と
は
、
あ
る
状
況
の
中

へ
と
主
体
的
に
入
り
こ
む
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
状
況
に
コ
、
ミ
ヅ

ト
す
る
か
し
な
い
か
は
主
体
者
の
自
由
な
意
志
決
定
に
基
く
。
場

合
に
よ
っ
て
は
コ
ミ
ッ
ト
す
る
の
を
拒
否
す
る
の
も
又
責
任
の
ひ

と
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
責
任
と
自
由
と
は
対
立
概
念

で
は
な
く
、
逆
に
、
相
補
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
と
も

に
そ
の
核
を
成
す
の
は
人
格
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
状
況
へ
の
参
入
（
篶
｛
o
邑
巨
卵
8
昌
昌
岸
昌
實
け
）
と
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貴
任
（
冨
岩
o
易
μ
巨
津
き
8
昌
巨
汁
目
Φ
鼻
）
は
何
を
媒
体
と
し
て

行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
言
語
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
実
在

世
界
へ
の
入
り
口
は
言
語
で
あ
り
、
同
時
に
、
実
在
世
界
と
の
関

係
状
況
は
言
語
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
。

　
こ
の
関
係
状
況
に
お
い
て
も
う
一
点
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
く

の
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
時
間
的
要
素
で
あ
る
。
「
応
答
」
は
瞬

時
に
始
ま
り
、
時
間
の
経
過
の
中
で
深
ま
る
。
瞬
時
に
対
し
て
応

答
し
、
責
任
を
担
い
、
そ
の
持
続
が
真
の
現
実
的
応
答
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

真
の
責
任
と
な
る
。
そ
こ
で
の
時
の
流
れ
は
、
内
的
な
生
き
ら
れ

、
　
　
、
　
　
、

る
時
間
で
あ
り
、
単
に
物
理
的
な
時
間
で
は
な
い
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
応
答
、
関
係
状
況
の
成
立
、
そ
し
て

そ
の
中
で
責
任
を
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
人
間
と
自

然
界
の
事
物
と
の
間
で
の
み
起
る
こ
と
で
は
な
い
。
対
人
間
、
対

社
会
、
対
異
文
化
、
あ
る
い
は
、
対
芸
術
、
対
自
己
、
等
々
も
ろ

も
ろ
の
事
象
に
お
い
て
絶
え
ず
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
ら
が
「
真
の
応
答
」
、
現
実
態
と
な
っ
て
顕
わ
れ

る
応
答
、
「
真
の
責
任
」
と
な
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か

は
現
今
の
諸
々
の
人
間
関
係
、
社
会
情
勢
、
環
境
問
題
、
等
々
に

み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
困
難
の
原
因
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
が
、
今
わ
れ
わ
れ
の

課
題
に
沿
っ
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
つ
き
つ
め
る
な

ら
ぱ
、
今
日
の
社
会
に
お
け
る
コ
ト
バ
の
貧
困
化
に
あ
る
。
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ひ
と
つ
は
時
間
の
質
的
変
化
、
生
き
ら
れ
る
時
間
の
貧
困
化
な
い

し
稀
薄
化
に
あ
る
。

　
コ
ト
バ
、
時
間
、
と
も
に
〈
応
答
・
関
係
状
況
・
責
任
〉
の
構

成
要
素
で
あ
り
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
み
て
来
た
が
、

一
方
の
貧
困
化
、
稀
薄
化
は
他
方
の
そ
れ
を
生
む
。

　
現
代
は
情
報
化
社
会
の
時
代
で
あ
る
と
い
う
。
何
を
伝
え
る
の

か
、
何
を
受
け
と
る
の
か
、
を
間
わ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

　
今
日
の
情
報
伝
達
の
一
大
メ
デ
ィ
ア
た
る
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等

々
は
、
そ
の
情
報
源
と
し
て
の
価
値
、
カ
は
認
め
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
が
、
一
方
で
、
こ
れ
ら
は
そ
の
視
聴
者
に
対
し
て
即
時
的
、

即
物
的
レ
ス
ポ
ン
ス
を
否
応
な
し
に
迫
る
。
そ
の
方
向
性
に
お
い

て
一
方
通
行
で
あ
り
、
物
理
的
時
間
に
制
約
さ
れ
、
か
つ
、
瞬
間

の
積
み
重
ね
か
ら
な
る
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
の
世
界
で
は
、
内
的
時

間
、
生
き
ら
れ
る
時
間
の
上
に
成
り
立
つ
．
篶
巴
8
名
o
邑
旨
o
目
、

と
．
o
員
竃
巨
畠
富
｛
昌
邑
〕
畠
“
＜
．
の
育
つ
余
裕
は
な
い
。
コ
ト
バ

は
、
関
係
状
況
を
生
み
出
し
、
同
時
に
、
そ
れ
を
構
成
す
る
媒
体
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（
メ
デ
ィ
ア
）
と
な
る
が
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
の
メ
デ
ィ
ア
は

ま
さ
し
く
そ
れ
と
逆
方
向
の
働
き
を
も
す
る
。

　
ま
た
、
モ
ノ
と
の
係
わ
り
が
、
そ
の
生
産
工
程
に
お
い
て
も
、

消
費
者
の
側
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
主
体
的
な
応
答
・
責
任
を
ほ

ぼ
完
全
に
離
れ
た
状
況
で
展
開
す
る
今
日
の
商
品
経
済
機
構
は
、

人
間
存
在
の
基
盤
で
あ
る
、
自
己
と
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
と
の
間

に
成
立
す
る
〈
関
係
状
況
〉
を
稀
薄
化
し
、
そ
の
こ
と
が
更
に
諸

々
の
環
境
問
題
を
ひ
き
起
す
の
み
な
ら
ず
、
人
間
み
ず
か
ら
の
質

的
な
貧
困
化
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

　
一
本
の
草
木
か
ら
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
語
り
か
け
、
そ
し
て
、
そ

れ
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
応
答
・
責
任
、
職
人
の
手
仕
事
に
お
け
る
、

モ
ノ
か
ら
の
語
り
か
け
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
・
責
任
、
地
球
上

の
ど
こ
か
に
住
む
人
々
か
ら
、
あ
る
い
は
・
生
き
も
の
た
ち
か
ら

発
さ
れ
る
坤
き
声
へ
の
応
答
・
責
任
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
連
続
し

て
い
る
。

　
さ
て
、
話
が
い
さ
さ
か
抽
象
的
に
な
り
、
又
、
広
範
囲
に
わ
た

っ
た
が
、
筆
者
の
念
頭
に
は
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
外
国
語
教

育
の
意
味
を
問
う
と
い
う
テ
ー
マ
は
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
右

の
考
察
が
す
べ
て
そ
こ
に
係
わ
っ
て
く
る
。
外
国
語
を
学
ぷ
と
い

う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
テ
キ
ス
ト
を
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、

今
ま
で
み
て
き
た
、
対
人
間
、
対
社
会
、
対
自
然
、
対
芸
術
、
そ

し
て
忘
れ
て
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
対
自
己
、
等
々
も
ろ
も
ろ

の
場
面
に
お
け
る
主
体
的
な
応
答
・
責
任
の
具
体
的
な
演
習
の
場

が
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
教
室
で
教
師
が
学
生
に
向
っ
て
「
テ
キ
ス
ト
を
よ
く
読
め
」
と

か
「
自
分
の
言
葉
に
黄
任
を
持
て
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
テ

キ
ス
ト
の
文
言
に
1
つ
ま
り
は
そ
こ
に
出
現
す
る
モ
ノ
・
コ
ト

の
世
界
に
、
著
者
の
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
の
思
想
・
感
情
に

ー
し
か
と
8
｛
o
目
o
せ
よ
、
そ
し
て
冨
岩
o
舅
亭
旨
専
を
も

っ
て
自
ら
の
言
葉
で
語
れ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
の
先
に

た
だ
情
報
の
み
を
求
め
る
の
は
真
の
「
読
み
」
で
は
な
い
。
テ
キ

ス
ト
を
単
な
る
ひ
と
つ
の
．
雇
轟
Φ
o
q
①
．
に
す
る
の
で
は
な
く
、
ひ

と
つ
の
．
o
昌
弍
昌
8
．
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

三
　
「
生
き
る
」

こ
と
と
「
知
る
」

次
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
ヘ
移
ろ
う
。

こ
と

考
o
－
く
Φ
－
Φ
蜆
ω
閏
目
ρ
－
o
窪
印
目
o
－
①
凹
H
目

H
ぎ
ぎ
閉
8
目
顯
自
彗
一
彗
o
官
才
＆
津

o
§
o
－
＄
｛
顯
津
φ
鼻
～
⑭
ξ
p
目
｛
至
艘

冒
o
冨
顯
■
φ
昌
o
冨
一

｛
o
『
o
x
凹
目
冒
旨
o
司
四

旦
8
彗
冨
．
オ
o

○
自
①
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峯
昌
巳
チ
凹
き
－
彗
o
筥
げ
＆
ざ
ま
凹
H
凹
萌
茸
巨
o
月
o
｝
σ
o
註
巨
8
－

　
　
註
冒
ω
目
目
ま
H
＆
o
く
彗
声
　
　
　
　
（
o
o
胃
昌
o
目
“
）

　
一
枚
の
枯
れ
葉
を
注
意
ぷ
か
く
、
悦
ぴ
を
も
っ
て
調
べ
て
い
る

男
、
か
れ
は
ま
さ
し
く
．
篶
巴
篶
｛
昌
畠
自
o
q
、
を
し
て
い
る
男
だ

ろ
う
。
最
初
に
み
た
、
新
た
な
経
験
の
戸
口
に
立
ち
、
そ
れ
を
通

過
点
と
し
て
で
は
な
く
、
入
り
口
と
し
て
み
る
子
供
の
延
長
線
上

に
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
男
を
瞳
う
囲
り
の
人
た
ち
、
そ
し
て
も
し
も
こ
の

男
が
枯
れ
葉
の
上
に
か
が
み
込
ん
で
頻
り
に
ぶ
つ
ぶ
つ
と
植
物
学

用
語
を
っ
ぶ
や
い
た
り
す
れ
ぱ
、
恐
ら
く
瞳
う
ど
こ
ろ
か
反
対
に

感
心
し
、
賞
讃
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
で
あ
ろ
う
人
た
ち
、
こ
れ

は
現
代
人
の
姿
で
あ
る
。

．
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
文
頭
に
言
う
と
お

り
、
「
生
き
る
」
こ
と
の
内
実
が
い
よ
い
よ
稀
薄
化
し
、
空
洞
化

し
、
「
知
識
」
偏
重
の
度
合
い
が
ま
す
ま
す
進
行
す
る
現
代
社
会

の
姿
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
　
　
生
の
稀
薄
化
と
知
識
偏
重
－
は
相
互
作
用
の

関
係
に
あ
る
。

　
現
代
杜
会
は
膨
大
な
知
識
・
情
報
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

一
方
で
、
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
根
本
感
覚
が
失
わ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
大
き
な
質
的
変
化
が
起
り

つ
つ
あ
る
。
こ
の
趨
勢
が
人
間
を
ど
∴
へ
導
い
て
ゆ
く
の
か
は
判

ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
生
の
根
本
感
覚
の
喪
失
は
、
根
元
的
な

「
知
」
の
あ
り
方
が
今
日
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
と
深
く

係
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
唆
わ
れ
て
い
る
男
の
内
都
に
あ
ふ
れ
る
、
主
体
的
に
「
知

る
」
こ
と
の
深
い
悦
び
、
こ
れ
を
、
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
と
り
戻

す
べ
き
で
は
な
い
か
。
内
的
、
主
体
的
な
生
と
分
離
し
て
し
ま
っ

た
「
知
識
」
の
あ
り
方
に
根
本
的
な
反
省
を
加
え
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
今
一
度
、
「
生
き
る
」
こ
と
と
「
知
る
」
こ
と
と

を
二
兀
化
す
ぺ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
二
元
化
へ
向
け
て
の
方
途
の
ひ
と
つ
は
、
主
体
的
な
コ
ト

バ
の
復
権
に
あ
る
。
「
生
き
る
」
と
「
知
る
」
と
を
繁
ぎ
、
そ
れ

ら
の
基
盤
と
な
る
主
体
的
な
、
ト
バ
を
、
各
人
が
自
ら
獲
得
す
る

こ
と
に
あ
る
。

　
再
三
わ
れ
わ
れ
の
み
て
来
た
と
お
り
、
人
間
に
あ
っ
て
は
、

「
生
き
る
」
「
知
る
」
「
コ
ト
バ
」
の
三
者
は
相
互
に
分
か
ち
が
た

く
結
ぴ
つ
ー
い
て
い
る
。
「
生
き
る
」
と
は
「
コ
ト
バ
を
生
き
る
」
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に
ほ
ぼ
等
し
い
。
「
知
る
」
と
は
「
コ
ト
バ
を
知
る
」
と
ほ
と
ん

ど
同
義
で
あ
る
。
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
白
ら
主
体
的
に
、
真
の

応
答
を
繰
り
広
げ
た
果
て
に
獲
得
し
た
コ
ト
バ
、
こ
れ
を
生
き
、

こ
れ
を
知
る
、
の
意
で
あ
る
。
）

　
モ
ノ
．
コ
ト
・
ヒ
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
真
の
応
答
を
し
、
真

の
責
任
を
担
う
こ
と
が
「
生
き
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
知
る
」
こ

と
で
あ
る
。

　
コ
ト
バ
は
実
在
世
界
へ
の
入
り
口
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
使

用
者
に
と
っ
て
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
知
識
と
い
い
、
学
間

と
い
い
、
そ
れ
は
モ
ノ
・
コ
ト
の
展
開
す
る
世
界
を
コ
ト
バ
に
よ

り
検
証
す
る
作
業
で
あ
り
、
モ
ノ
・
コ
ト
と
コ
ト
バ
と
の
対
応
関

係
を
検
証
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
学
問
・
知
識
な
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
を
、
い
ま
一
度
、
言
葉
を
生
き
、
言
葉
の
中
に
生
き
る
人
間
が
、

内
発
的
に
、
主
体
的
に
発
す
る
問
い
か
け
、
そ
し
て
、
知
る
悦
ぴ
、

へ
と
ひ
き
戻
す
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
英
語
の
邑
竃
8
ド
イ
ツ

語
の
峯
芽
①
舅
o
霊
津
は
、
と
も
に
そ
の
語
根
に
日
常
語
の
「
知

る
」
（
ω
腎
9
三
器
實
）
を
留
め
て
い
る
。
い
ま
一
度
こ
こ
へ
戻

る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
序
で
に
、
英
語
の
竃
ぎ
o
－
が
ギ
リ
シ

ャ
語
の
ω
事
o
尿
（
閑
暇
、
－
芸
昌
o
）
に
由
来
す
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
だ
が
、
い
ま
一
度
こ
こ
へ
眼
を
向
け
る
こ
と
も
無
駄
な
こ

と
で
は
な
い
。

　
　
　
四
遊
ぴ
の
復
権

　
最
後
に
、
シ
ラ
ー
の
有
名
杢
言
葉
に
触
れ
て
結
ぴ
と
し
た
い
。

　
　
峯
竃
昌
々
旦
ξ
血
ミ
げ
實
巨
ま
⑦
巨
－
目
o
竃
巨
o
q
g
ま
⑦

　
　
老
o
邑
箒
オ
卑
目
竃
一
彗
o
ぎ
げ
8
目
官
g
①
々
寧
昌
竃

　
　
婁
ま
目
庁
Φ
旦
寧
壱
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
o
巨
－
5
H
）

　
一
読
し
て
な
る
ほ
ど
と
恩
わ
せ
る
。
だ
が
、
考
え
出
す
と
恐
し

く
難
し
い
文
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
「
そ
の
言
葉
（
人
間
）
の
十
全
な
意
味
で
人
間
で
あ
る
と
き

…
－
」
ー
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
」
を
そ
の
全
側
面
か
ら

考
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
…
…
そ
の
と
き
の
み
人

　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

間
は
遊
ぶ
。
そ
し
て
遊
ぷ
と
き
人
間
は
全
き
人
間
で
あ
る
」
1

こ
こ
で
「
遊
び
」
の
本
質
を
問
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
「
人
間
」
「
遊
び
」
と
も
に
そ
の
意
味
を
考
え
出
す
と
き
り
が
無

い
が
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
今
ま
で
み
て
き
た
こ
と
と
の
係
わ
り

に
お
い
て
考
え
よ
う
。
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「
遊
ぴ
」
と
は
何
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
人
が

思
い
浮
べ
る
の
は
、
遊
び
の
も
つ
楽
し
さ
、
面
白
さ
、
喜
び
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
が
か
か
と
な
っ
て
表
わ
れ

る
姿
で
あ
ろ
う
。
遊
戯
、
ゲ
ー
ム
、
う
た
、
踊
り
、
躍
り
、
み
な

、
　
　
、
　
　
、

か
た
ち
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
砂
場
で
遊
ぶ
子
供
は
砂
で
が
だ
か
を

作
り
、
遊
ぶ
。
積
み
木
を
前
に
し
て
子
供
は
何
か
の
が
か
か
を
作

っ
て
遊
ぶ
。
仲
間
と
遊
ぷ
と
き
は
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
決
め
、
ゲ

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ー
ム
の
か
た
ち
を
求
め
る
。
ル
ー
ル
が
破
ら
れ
、
か
だ
か
が
崩
れ

る
と
き
、
遊
ぴ
は
消
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
遊
び
」
は
愉
悦
と
い
う
心
的
現
象
と
が
か
か

へ
の
志
向
と
の
上
に
成
り
立
ち
、
両
者
の
融
含
し
た
同
時
的
発
現

が
「
遊
ぴ
」
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
は
互
に
作
用
し
あ
い
、
そ
の

作
用
密
度
が
高
ま
れ
ぱ
高
ま
る
ほ
ど
遊
ぴ
の
密
度
、
質
、
と
も
に

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、

高
ま
る
。
遊
ぴ
が
真
剣
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
日
常
語
で
は
、
と

き
に
こ
の
二
つ
の
言
葉
が
対
立
概
念
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
本
質

的
に
は
、
右
に
み
る
と
お
り
、
こ
れ
は
対
立
概
念
で
は
な
い
。
）

　
こ
こ
で
、
「
遊
び
」
と
い
う
現
象
に
含
ま
れ
る
特
徴
点
を
、
本

稿
の
論
旨
に
ひ
き
つ
け
て
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
一
　
「
遊
ぴ
」
の
出
発
点
は
、
モ
ノ
・
コ
ト
・
ヒ
ト
に
対
す
る

，
、
。
顯
H
、
。
、
勺
。
目
畠
品
．
に
あ
る
。
（
主
体
的
な
個
我
－
あ
る
い
は

人
格
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
－
が
他
の
個
と
出
合
い
、
選
び
と

り
、
両
者
の
間
に
関
係
の
場
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
）

　
二
　
そ
し
て
遊
び
の
進
展
と
と
も
に
、
主
体
と
し
て
の
個
、
対

象
と
し
て
の
個
、
こ
の
両
者
は
融
合
一
如
と
な
る
。
（
夢
中
に
な

る
L
「
我
を
忘
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
こ
れ
を
指
す
。
）

　
三
　
「
遊
ぴ
」
の
中
に
流
れ
る
の
は
、
主
体
的
な
生
ざ
ポ
か
が

時
間
で
あ
る
。
（
遊
び
に
夢
中
に
な
つ
て
い
る
子
供
は
物
理
的
時

間
の
外
に
い
る
。
物
理
的
時
間
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
と
き
は
そ
れ

を
拒
む
。
も
ち
ろ
ん
遊
ぴ
の
世
界
に
は
、
稜
極
的
に
時
間
の
ワ
ク

を
設
け
る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
る
が
、
こ
れ
は
遊
ぴ
の
一
要
素
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

て
の
緊
張
を
意
図
的
に
設
け
る
か
た
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
）

　
四
　
「
遊
び
」
は
自
由
な
白
己
活
動
で
あ
る
。
（
遊
び
は
自
発
性

の
上
に
成
り
立
つ
。
強
制
さ
れ
る
遊
ぴ
は
も
は
や
遊
び
で
は
な
い
・

ま
た
、
無
心
に
遊
ぶ
子
供
は
他
者
の
参
加
を
喜
ん
で
も
、
介
入
は

拒
む
。
更
に
、
遊
び
は
合
目
的
的
活
動
で
は
な
い
。
出
発
点
に
お

い
て
何
ら
か
の
目
標
設
定
が
な
さ
れ
て
も
、
遊
ぴ
自
体
に
は
目
的

性
は
な
い
。
）

　
五
　
最
後
に
、
「
遊
ぴ
」
は
、
右
の
諸
点
に
が
だ
か
を
与
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
い
は
、
右
の
諸
点
が
か
た
ち
と
成
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

535



二橘論叢 第105巻一第4号　（106）

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
遊
び
を
人
間
の
全
一
的
な
発
露
と

し
て
捉
え
、
逆
に
、
そ
の
全
一
的
発
露
を
ま
っ
て
始
め
て
人
間
は

遊
ぶ
、
と
い
う
シ
ヲ
ー
の
言
葉
の
意
味
も
か
な
り
明
瞭
に
な
る
。

　
い
さ
さ
か
子
供
の
遊
ぴ
に
眼
が
向
き
す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

以
上
の
視
点
は
、
芸
術
・
学
問
の
世
界
に
も
当
て
は
ま
る
。

　
芸
術
は
、
造
型
芸
術
の
み
な
ら
ず
、
文
挙
、
音
楽
等
々
す
べ
て
、

が
だ
か
を
求
め
る
人
間
の
、
精
神
活
動
の
ひ
と
つ
の
典
型
で
あ
ろ

う
。
そ
の
創
造
に
お
い
て
も
、
享
受
に
お
い
て
も
、
個
と
個
の
出

合
い
に
始
ま
り
、
が
か
か
に
お
い
て
成
就
す
る
。
知
．
情
．
意
す

べ
て
を
含
む
人
間
の
全
一
的
発
露
の
場
で
あ
る
。

　
か
か
か
は
異
る
と
は
言
え
、
学
問
の
世
界
に
も
、
一
れ
は
当
て
は

ま
る
。
学
問
、
芸
術
と
も
に
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
も
っ
と
も

　
　
一
　
1
：
’
’
、
　
　
，
‘
‘
1
－
；
　
〕
〕
、
　
　
＝
一
‘
1
一
■
ユ
ミ
ー
〕
、
，
｛
o

怠
岬
い
一
遊
ひ
L
¢
廿
廣
引
て
ま
考
　
～
一
一
．
．
。
、
ヌ
威
プ
ー
．
、
オ

（
補
註
1
）
　
本
稿
に
引
用
し
た
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
は
H
￥
雨
、
、
｝
雨
、
司
。
。
沖

　
呉
」
、
ぎ
ミ
切
§
8
＆
一
峯
・
回
・
＞
自
ρ
9
俸
■
・
肉
、
。
目
、
。
σ
。
、
口
q
、
、
・

　
司
き
亀
脚
司
き
亀
■
ε
。
s
亀
に
拠
る
。
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
は
文
脈
、

時
代
、
場
所
等
を
越
え
て
そ
の
文
言
の
真
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
観

点
に
立
っ
て
、
本
論
中
で
は
個
々
の
典
拠
を
示
さ
な
か
。
た
が
、
参

考
ま
で
に
、
シ
ヲ
ー
の
そ
れ
は
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
第

　
十
五
書
簡
に
、
ブ
ー
バ
ー
の
そ
れ
は
『
対
話
』
（
N
乏
、
叩
勺
、
串
。
す
。
）
中

　
の
「
責
任
」
（
く
胃
旨
暮
O
津
冒
O
司
）
の
項
に
そ
れ
ぞ
れ
み
え
る
。
二

　
ー
チ
ェ
、
グ
ー
ル
モ
ン
の
典
拠
は
未
詳
。

（
補
謹
2
）
　
本
稿
で
「
人
格
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
倫
理

　
的
意
味
合
い
1
道
徳
的
行
為
の
主
体
と
し
て
の
個
人
－
を
持
た

　
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
「
個
と
し
て
の
人
間
た
る
存
在
」
を
い
う
。

　
「
個
」
の
中
に
す
で
に
「
楮
」
の
概
念
が
入
る
が
、
肉
体
的
存
在
に

　
は
「
体
格
」
「
骨
格
」
が
あ
り
、
モ
ノ
に
は
「
規
楕
」
「
品
格
」
が
あ

　
り
、
社
会
生
活
に
は
「
費
格
」
「
被
楕
」
等
々
が
あ
る
よ
う
に
、
一

　
個
の
人
を
そ
の
人
た
ら
し
め
て
い
る
ワ
ク
組
み
あ
る
い
は
核
と
な
る

　
も
の
・
を
指
し
て
「
人
格
」
と
い
う
。
コ
ト
バ
の
獲
得
、
コ
ト
バ
の

　
使
用
を
通
し
て
の
応
答
・
責
任
、
と
も
に
、
右
に
言
う
意
味
で
の

　
「
㌧
葦
一
多
竜
垂
…
）
吏
姜
寒
真
ヨ
三
ら
…
」
一
払
ま
弩
え
る
O
そ
し

　
■
ノ
山
冊
L
　
ヰ
＾
■
月
丑
’
t
仙
口
』
月
〒
止
■
；
’
〒
’
一
圧
一
　
．
‘
　
、
　
－
一
フ
’
．
：

　
て
・
外
国
語
を
挙
ぷ
こ
と
の
最
も
重
要
な
意
味
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ

　
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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