
チ
ェ

1
ホ
フ
の
小
説

チ
ェ

l

ホ
フ
の
議
術
の
本
質
が
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
希
望
の
塵

殺
に
あ
る
と
す
る
シ
ェ
ス
ト
フ
の
見
解
(
「
虚
無
か
ら
の
創
造
」
)
は

今
日
も
な
お
少
か
ら
ぬ
支
持
者
を
も
っ
て
い
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
が

そ
の
論
詮
の
た
め
に
お
も
に
と
り
上
げ
て
い
る
作
品
は
小
詑
「
た

い
く
つ
な
話
」
と
戯
曲
「
イ
ワ

1
ノ
フ
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作

品
の
あ
た
え
る
直
接
の
印
象
は
あ
か
る
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
シ
ェ
ス
ト
フ
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
近
づ
く
死
期
を
ま
え

に
、
お
の
れ
の
名
撃
の
む
な
し
さ
、
生
活
の
無
意
味
さ
に
気
づ

き
、
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
悩
む
、
「
た
い
く
つ
な
話
」
の
主
人
公
の
よ
う
な
人
聞
は
、
い
つ

わ
り
に
み
ち
た
、
む
な
し
い
生
活
を
迭
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い

て
な
ん
の
反
省
も
し
な
い
多
く
の
人
た
ち
よ
り
は
、
は
る
か
に
高

い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
出
現
と
文
拳
へ
の
そ
の
反

映
は
時
代
が
す
で
に
生
活
の
あ
た
ら
し
い
債
憧
の
創
造
を
必
要

ι
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金

子

幸

彦

し
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
だ
と
い
う
よ
う
な
理
解
、
ま
た
文
撃
の

課
題
の
一
つ
は
暗
い
現
賓
の
認
識
を
と
お
し
て
そ
れ
の
克
服
を
志

向
す
る
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
ま
っ
た
く
考
慮
の
そ
と
に

お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
論

理
が
あ
ま
り
に
卒
板
な
も
の
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
彼
は

チ
ェ

1
ホ
フ
が
、
そ
の
作
品
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
人
間
の
希
望

を
く
り
か
え
し
塵
殺
す
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
罪
を
犯
す
こ
と
を
許

さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
作
家
が
偉
大
な
萎
術
家
で
あ
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
は
彼
が
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
作
家
を
偉
大
な
塾
術
家
と
み
と
め
る
の
か
に
つ
い

て
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
彼
に
お
い
て
も
、
偉
大
な
義
術
家
と
い

う
の
は
人
間
の
心
に
ワ
よ
い
感
動
を
あ
た
え
る
墾
術
家
の
こ
と
で

あ
ろ
為
つ
。

今
日
チ
ェ

l
ホ
フ
の
作
品
を
そ
の
「
暗
さ
L

の
ゆ
え
に
愛
す
る



と
言
う
人
も
、
賓
際
は
、
チ
ェ

l
ホ
フ
の
作
品
の
な
か
に
あ
る
、

暗
さ
を
と
お
し
て
の
明
る
さ
へ
の
希
望
を
愛
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
紹
望
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
葉
の
上
で
の
み
可
能
な
一

つ
の
遊
戯
で
あ
っ
て
、
チ
ェ

l
ホ
フ
の
作
品
に
心
を
ひ
か
れ
る
人

た
ち
が
そ
こ
に
求
め
て
い
る
「
気
分
」
、
あ
る
い
は
故
ヂ
ミ
ト
リ

イ
・
ミ
ル
ス
キ
1
の
言
う
「
一
音
楽
性
」
(
「
ロ
シ
ヤ
文
皐
史
」
)
と
い

う
も
の
も
こ
の
暗
さ
の
な
か
の
明
る
さ
で
あ
ろ
う
。
チ
ェ

l
ホ
フ

の
作
品
の
な
か
に
は
文
皐
の
も
つ
可
能
性
の
最
大
公
約
数
的
な
も

の
が
集
約
さ
れ
て
い
て
、
彼
の
一
見
す
る
と
無
技
巧
な
、
し
か
し

貫
際
は
綿
密
な
配
慮
の
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
の
あ
た
え

る
感
動
は
音
楽
の
あ
た
え
る
感
動
に
似
て
い
る
。
讃
者
は
思
考
の

過
程
を
意
識
し
な
い
で
、
た
だ
ち
に
「
気
分
」
の
な
か
に
ひ
き
い

れ
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
気
分
の
重
硯
が
チ
ェ

1
ホ
フ
の

作
品
の
意
味
に
た
い
す
る
讃
者
の
無
関
心
を
も
た
ら
す
。
し
か
し

文
皐
作
品
の
意
味
の
正
し
い
理
解
な
く
し
て
は
、
そ
の
作
品
の
正

し
い
評
債
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
以
下
の
文
章
は
チ
ェ

1
ホ
フ
の
小
説
の
意
味
に
つ
い
て
の
私

見
で
あ
る
。

人
が
チ
ェ

l
ホ
フ
の
作
品
を
多
少
と
も
注
意
ぶ
か
く
讃
ん
で
策

づ
く
第
一
の
特
徴
は
そ
の
文
置
の
簡
潔
性
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
チ
ェ

1
ホ
フ
に
と
っ
て
簡
潔
性
は
塾
術
性
の
同
義
語
で
あ

る
。
も
と
よ
り
文
学
が
典
型
的
形
象
の
創
造
を
志
向
す
る
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、
簡
潔
性
へ
の
志
向
は
文
撃
の
創
造
に
個
有
の
も
の

で
あ
っ
て
、
賞
際
に
す
べ
て
の
す
ぐ
れ
た
作
家
は
そ
の
創
作
に
お

い
て
つ
ね
に
簡
潔
性
を
志
向
し
て
い
る
。
し
か
し
チ
ェ

l

ホ
フ
に

あ
っ
て
は
、
簡
潔
性
が
彼
の
先
行
者
た
ち
に
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
の

極
限
に
達
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
そ
れ
を
越
え
る
と
短
篇
小
説
が

聖
術
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
思
わ
れ
る
限
界
が
示
さ
れ
て
い

る
。
プ
ロ
ァ
ト
そ
の
も
の
も
極
度
に
軍
純
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、

チ
ェ

1
ホ
フ
の
作
品
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
存
在
を
否
定
す
る
者

も
い
る
。

チ
ェ

l
ホ
フ
の
作
品
は
し
ば
し
ば
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成

り
立
つ
。
ま
た
多
く
の
場
合
そ
こ
に
は
事
件
と
言
い
う
る
ほ
ど
の

事
件
も
な
く
、
す
べ
て
が
日
常
的
で
単
純
で
あ
り
、
主
人
公
た
ち

も
ど
こ
に
で
も
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
卒
九
な
人
た
ち

で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
日
常
的
な
現
賓
の

単
な
る
綜
合
で
は
な
い
。
チ
ェ

1
ホ
フ
は
そ
れ
ら
の
日
常
的
な
現

貫
の
お
く
に
あ
る
、
生
活
の
悲
劇
的
な
矛
盾
と
不
調
和
と
を
示
そ

う
と
す
る
。
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た
と
え
ば
「
敵
」
(
一
八
八
七
)
に
お
い
て
は
醤
師
キ
リ
l

ロ
プ

と
地
主
ア
ボ
l
ギ
ン
と
の
争
い
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
ひ

と
り
む
す
こ
を
失
っ
た
キ
リ
1
ロ
フ
の
悲
し
み
、
妻
に
あ
ざ
む
か

れ
た
ア
ボ

1
ギ
ン
の
悲
し
み
が
、
ニ
人
の
あ
い
だ
に
、
い
か
に
は

げ
し
い
憎
悪
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
か
、
人
間
の
憎
悪
と

い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
い
か
に
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ポ
l
ギ
ン
は
自

分
の
は
げ
し
い
怒
り
の
感
情
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、

遁
首
に
言
い
表
わ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
彼
の
こ
と
ぱ
や
感
情
は

し
ば
し
ば
公
正
で
は
な
い
。
彼
の
容
姿
も
讃
者
mw
同
情
を
ひ
く
も

の
で
は
な
い
。
一
方
ア
ポ

1
ギ
ン
は
美
し
く
、
そ
の
言
動
も
優
雅

で
あ
る
。
し
か
し
二
人
の
悲
し
み
ゃ
怒
り
の
内
容
を
く
ら
べ
る
と

き
、
キ
リ
1
ロ
フ
の
そ
れ
が
生
活
の
苦
し
み
と
む
す
び
つ
い
た
、

ふ
か
い
、
人
間
的
な
感
情
で
あ
り
、
ア
ポ

I
ギ
ン
の
そ
れ
が
虚
飾

的
な
、
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
作
者
は
そ

れ
を
直
接
に
は
描
い
て
い
な
い
。
描
か
れ
た
現
象
の
背
後
に
あ
る

矛
盾
の
意
味
は
讃
者
が
こ
れ
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
「
公
健
夫
人
」
(
一
八
八
九
)
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
生
活

が
封
比
さ
れ
て
い
る
。
貧
し
い
醤
師
が
優
雅
な
公
霞
夫
人
に
む
か

つ
て
、
つ
も
る
恨
み
を
ぶ
ち
ま
け
、
彼
女
の
虚
飾
に
み
ち
た
、
寄

( 3 ) 

生
的
な
生
活
が
多
く
の
貧
し
い
人
さ
乞
い
か
に
苦
し
め
て
い
る
か

を
語
る
。
二
人
の
言
い
争
い
の
つ
ぎ
の
目
、
瞥
者
は
彼
女
の
許
し

を
乞
う
。
「
公
健
夫
人
は
愛
想
よ
く
微
笑
し
て
、
彼
の
く
ち
び
る

の
方
に
片
手
を
さ
し
の
べ
た
。
彼
は
そ
れ
に
接
吻
し
て
、
顔
を
赤

ら
め
た
。
」
と
作
者
は
書
い
て
い
る
。
醤
者
が
ゆ
る
し
を
乞
う
た

の
は
彼
の
生
活
が
彼
女
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
彼
が
相
手
の
手
に
接
吻
し
て
、
「
顔
を
赤
ら
め
た
」
の
は
、
こ

の
場
面
の
自
分
の
み
に
く
さ
を
恥
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
護
者

が
も
し
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
品
は

下
賎
の
徒
の
反
抗
の
愚
か
し
さ
を
描
い
た
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
、
人
間
の
希
望
を
塵
殺
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
い
お
っ
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

チ
ェ

1
ホ
フ
の
作
品
は
、
彼
の
生
き
て
い
た
時
代
に
も
、
か
な

ら
ず
し
も
す
べ
て
の
讃
者
に
よ
っ
て
、
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
も
自
分
の
作
品
の
意
味
が
し
ば
し
ば
誤

ま
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
友
人
た
ち
へ
の
手
紙

の
な
か
で
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
自
分
の
萎
術
の
原
則
に
た
い
す

る
彼
の
き
び
し
い
態
度
は
年
と
と
も
に
つ
よ
く
な
っ
て
い
る
。

「ゴ

1
ゴ
リ
を
民
衆
の
と
こ
ろ
ま
で
下
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
民

衆
を
ゴ

l
ゴ
リ
の
と
こ
ろ
ま
で
ひ
き
上
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
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彼
は
ネ
ミ
ロ
ー
グ
ィ
ッ
チ
・
ダ
ン
チ
且
ン
コ
に
あ
て
て
書
き
送
っ

て
い
る
(
一
九
O
三
・
一
一
・
ニ
)
。
そ
の
た
め
、
知
ら
る
る
ご
と

く
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
ア
ス
キ
ー
で
さ
え
「
棲
の
園
」
を
喜
劇
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
l
パ
l
ト
・
ぺ
ィ
ツ
は
モ

l
パ
ッ
サ
ン
と
チ
ェ

l
ホ
フ
と
を

短
篇
小
説
の
二
つ
の
頂
鮎
と
し
て
、
雨
者
の
興
味
ぶ
か
い
比
較
を

こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
己
の
主
人
公
に
た
い
す
る
モ

l

パ
y
サ
ン
の
態
度
は
法
律
家
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
チ
ェ

I

ホ
フ
の
そ
れ
は
瞥
者
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
爾
者
の
作
品
の

ち
が
い
は
創
作
技
法
の
ち
が
い
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
に
お
い
て

は
個
性
の
ち
が
い
で
あ
る
。
モ

1
パ
ッ
サ
ン
が
く
わ
し
く
描
骨
持
す

る
こ
と
を
好
む
の
は
人
間
の
知
性
に
た
い
す
る
彼
の
生
来
の
不
信

の
ゆ
え
で
あ
る
。
彼
は
よ
り
多
く
論
理
的
な
力
に
ひ
か
れ
て
い
た

の
で
、
暗
示
が
護
者
に
通
じ
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ

で
、
直
接
的
な
描
寓
に
た
ょ
っ
た
。
だ
か
ら
讃
者
は
頭
を
あ
ま
り

使
わ
な
い
で
讃
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
チ
ェ

l

ホ

フ
は
そ
の
ひ
か
え
目
な
、
つ
づ
し
み
ぶ
か
い
性
格
の
ゆ
え
も
あ
っ

て
、
讃
者
の
理
解
力
を
も
っ
と
高
く
評
債
し
、
つ
ね
に
暗
示
法
を

用
い
る
。
事
件
も
多
く
の
場
合
暗
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
直

接
に
作
品
の
な
か
で
は
起
き
な
い
。
「
そ
れ
ゆ
え

l
!と
ベ
ィ
ツ

は
述
べ
る
|
|
チ
ェ
I
ホ
フ
は
讃
者
に
大
き
な
責
任
を
負
わ
せ

る
。
も
し
讃
者
が
感
受
性
、
知
畳
、
理
解
の
精
密
な
物
差
し
を
も

っ
て
い
れ
ば
、
チ
ァ
i

ホ
フ
の
作
品
は
か
な
ら
ず
わ
か
る
。
し
か

し
感
受
性
が
皆
無
で
、
目
が
近
視
だ
っ
た
ら
、
次
色
だ
と
か
、
な

に
も
起
き
な
い
と
か
、
そ
ん
な
非
難
が
自
働
的
に
わ
き
出
す
。
だ

か
ら
チ
ェ

1
ホ
フ
の
技
法
は
貫
に
危
険
な
技
法
だ
と
い
え
る
。
そ

の
理
由
の
一
つ
は
チ
ェ

1
ホ
フ
の
書
く
の
が
、
陰
董
だ
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
れ
を
焼
き
つ
け
て
、
陽
査
に
し
な
け
れ
ば
、
生
き
て
こ

な
い
。
し
か
も
陽
査
が
紹
封
に
や
け
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
の
上

ま
た
別
の
理
由
も
あ
る
。
チ
ェ

1
ホ
フ
の
露
出
が
失
敗
し
て
、
た

と
え
ば
あ
ま
り
員
創
に
書
き
す
ぎ
た
場
合
、
そ
し
て
讃
者
の
反
感

に
虞
銅
味
が
た
り
な
い
揚
合
は
ど
う
な
る
か
。
チ
ェ

l
ホ
フ
が
異

観
に
書
い
た
美
し
い
董
面
は
た
ち
ま
ち
そ
の
意
圃
と
正
反
封
の
も

の
と
な
る
。
」
(
中
西
氏
隷
「
近
代
短
篇
小
詑
」
)

こ
こ
で
ベ
ィ
ツ
は
チ
ェ

1
ホ
フ
の
技
法
の
特
質
を
遁
確
に
説
き

あ
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
チ
ェ

1
ホ
フ
の
ひ
か

え
目
な
性
格
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
洗
錬
さ
れ
た
萎
術
感
費
、
そ
し

て
讃
者
の
感
受
性
と
理
解
力
と
の
等
重
と
い
う
こ
と
に
踊
結
す
る

で
あ
ろ
う
。
極
限
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
彼
の
簡
潔
性
の
原
則
も

こ
こ
に
そ
の
み
な
も
と
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
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4 . ぅ
。
し
か
し
彼
の
技
法
は
、
ペ
ィ
ツ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
危
険

な
技
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
彼
の
作
品
の
意
味
の
ま
ち

が
っ
た
理
解
に
み
ち
び
く
と
い
う
貼
で
、
卒
明
さ
を
棋
く
も
の
と

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
誤
解
は
彼
の
文
草
の
考
え

ぬ
か
れ
た
一
語
一
語
に
た
い
す
る
讃
者
の
不
注
意
の
結
果
で
あ

る
。
彼
の
作
品
は
讃
者
の
緊
張
を
要
求
す
る
と
し
て
も
、
ミ
ス
テ

ィ
フ
ィ
ケ
1
シ
ョ
ン
や
こ
と
さ
ら
な
る
難
解
さ
と
は
無
線
で
あ

る
。
若
い
作
家
た
ち
へ
の
助
言
の
な
か
で
、
彼
が
い
か
に
彼
も
の

飾
り
の
多
い
、
難
解
な
文
瞳
を
批
判
し
、
卒
明
な
叙
述
を
要
求
し

た
か
に
つ
い
て
は
、
彼
切
手
紙
の
な
か
か
ら
多
く
の
例
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

チ且ーホブの小説

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
チ
ア
l

ホ
フ
に
お
け
る
簡
潔
さ
は
細
部
の
無

視
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
は
細
部
を
普
遍
化
の
た
め
に

用
い
、
卒
凡
な
事
象
の
な
か
に
異
常
な
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
ゴ

1
ゴ
リ
か
ら
事
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
ゴ
1
ゴ
リ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
有
各
な
こ
と
ば
が
あ
る
。

「
封
象
が
卒
凡
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
詩
人
は
そ
れ
だ
け
高
い
立

場
に
立
っ
て
、
そ
の
卒
凡
な
現
象
か
ら
異
常
な
も
の
を
ひ
き
出

し
、
こ
の
異
常
な
も
の
が
同
時
に
完
全
な
員
貫
で
あ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
(
一
九
五
O
年
版
文
集
、
六
容
三
七
頁
)
し

( 5 ) 

か
し
チ
ェ

l
ホ
フ
は
こ
の
鮎
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
ゴ

l
ゴ
リ
を

し
の
い
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
彼
は
封
象
の

卒
九
さ
を
極
限
に
ま
で
も
た
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
細
部
は
同
時

に
個
性
化
の
た
め
に
も
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
チ
ェ

1
ホ

フ
は
細
部
の
描
寓
に
よ
る
普
遍
的
な
も
の
と
個
性
的
な
も
の
と
の

統
一
に
ふ
か
い
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
。
細
部
を
形
象
の
個
性
化

の
た
め
に
最
大
限
に
用
い
た
作
家
は
ト
ル
ス
ト
イ
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
「
戦
争
と
お
l

和
」
の
は
じ
め
の
部
分
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
ア

ン
ド
レ
イ
公
居
間
夫
人
の
可
愛
ら
し
い
口
も
と
の
動
き
を
く
り
か
え

し
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
印
象
は
強
烈
に
な
り
、
形
象
は

鮮
明
に
個
性
化
さ
れ
る
が
、
讃
者
は
と
き
に
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
お

ぼ
え
る
で
あ
ろ
う
。
チ
ェ

l
ホ
フ
は
同
一
の
細
部
の
く
り
か
え
し

を
注
意
ぶ
か
く
避
け
る
。
こ
こ
に
も
彼
の
文
簡
に
お
け
る
極
度
の

抑
制
が
あ
る
。
チ
ァ
l

ホ
フ
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
を
最
大
の
作
家
と

し
て
ふ
か
く
品
尊
敬
し
、
彼
か
ら
多
く
の
こ
と
を
事
び
つ
つ
も
、
そ

の
思
想
お
よ
び
萎
術
に
お
け
る
指
導
者
的
、
説
教
者
的
傾
向
に
は

同
感
し
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
い
く
つ
か
の
手
紙
の
な

か
で
述
べ
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
小
説
を
も
彼
は
、
そ

の
冗
長
さ
と
不
遜
さ
と
お
し
つ
け
が
ま
し
さ
と
の
ゆ
え
に
、
好
ま

な
か
っ
た
(
ス
グ
ォ
1
リ
ン
あ
て
の
手
紙
、
一
八
八
九
・
三
・
五
)
。
し
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か
し
簡
潔
性
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
チ
ェ
1
ホ
フ
の
原
則
は

と
き
に
彼
の
創
作
の
拘
束
と
な
る
。
知
ら
る
る
ご
と
く
、
グ
リ
ゴ

ロ
ー
グ
ィ
ッ
チ
の
助
言
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
「
草
原
」
(
一
八

第三競

八
八
〉
は
ロ
マ
ン
へ
の
チ
ェ

l
ホ
フ
の
最
初
の
こ
こ
ろ
み
で
あ
る

第四十二容

そ
れ
な
り
に
高
い
義
術
的
完
成
を
示
し
て
い

が
、
こ
の
作
品
は
、

る
と
は
い
え
、
量
的
に
は
中
編
小
説
の
域
を
出
な
か
っ
た
し
、
そ

の
構
成
に
お
い
て
は
短
篇
小
説
の
ょ
せ
集
め
と
い
う
そ
し
り
を
ま

一橋論議

3
3
も
よ
、

A

っ

こ
0

・
広
治
れ

f
カ

ア

チ
且

I
ホ
フ
に
あ
っ
て
は
、
主
人
公
の
容
姿
や
服
装
な
ど
が
物

語
の
最
初
に
お
い
て
く
わ
し
く
措
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
ら
は
折
に
ふ
れ
て
、
少
し
ず
つ
述
べ
ら
れ
る
。
讃
者
は
そ
れ

ら
の
断
片
を
ひ
ろ
い
あ
づ
め
て
主
人
公
の
台
像
を
つ
く
り
あ
げ

る
。
チ
ェ
1
ホ
フ
は
ま
た
主
人
公
が
行
動
す
る
よ
り
も
ま
え
に
そ

の
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
。
た
と
え
ば
ト

ウ
ル
ゲ
1
ネ
フ
に
あ
っ
て
は
、
最
初
に
主
人
公
の
く
わ
し
い
経
歴

や
性
格
づ
け
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
の
ち
に
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開

と
行
動
の
な
か
に
一
不
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
チ
ェ

1
ホ
フ
に
あ
っ
て
は
、

多
く
の
場
合
、
主
人
公
は
行
動
や
思
想
b

、
感
情
の
な
か
に
示
さ
れ

る
。
細
部
の
描
寓
そ
の
も
の
も
、
封
象
の
本
質
を
も
っ
と
も
完
全

に
示
す
も
の
の
み
を
え
ら
ん
で
、
敷
語
を
も
っ
て
描
か
れ
る
。
ラ

'・4、

つ
ぎ
の

ザ
レ
フ
・
グ
ル
ジ
ン
ス
キ
ー
は
チ
ェ
1
ホ
フ
の
語
っ
た
、

こ
と
ば
を
つ
た
え
て
い
る
。
「
女
請
願
人
の
貧
し
さ
を
強
調
す
る

た
め
に
は
、
多
く
の
こ
と
ば
を
費
す
必
要
も
な
い
し
、
彼
女
の
み

じ
め
な
す
が
た
に
づ
い
て
語
る
必
要
も
な
い
。
彼
女
が
赤
茶
け
た

そ
で
な
し
外
套
を
着
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
述
べ
れ

ば
よ
い
。
」
(
「
同
時
代
人
の
同
想
に
お
け
る
チ
ェ
1

ホ
フ
」
一
九
五
四
年

一
一
一
一
一
頁
)
そ
れ
ゆ
え
行
動
の
殺
展
を
お
く
ら
せ
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開

に
役
立
た
な
い
よ
う
な
部
分
描
寝
は
す
べ
て
と
り
の
ぞ
か
れ
る
。

自
然
描
潟
も
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
と
む
す
び
づ
い
て
、
つ
ね
に
簡

潔
で
、
ふ
か
い
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
と
き
に
自
然
は
行

動
人
物
の
韓
験
や
感
畳
を
と
お
し
て
描
か
れ
る
(
「
草
原
」
)

0

と
き

に
は
不
完
全
な
、
み
に
く
い
人
間
生
活
と
の
す
る
ど
い
封
比
の
な

か
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
生
活
の
な
か
に
嘗
然
あ
る
べ
く

し
て
失
わ
れ
て
い
る
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
百
姓
」
(
一
八
九
七
)
の
な
か
の
農
村
生
活
の
か
ぎ
り
な
く
暗
い

朕
景
は
村
の
う
つ
く
し
い
自
然
と
封
比
さ
れ
て
い
る
。
チ
且
1
ホ

フ
の
こ
の
よ
う
な
一
見
無
技
巧
に
見
え
る
形
式
の
背
後
に
ひ
そ
む

萎
術
的
苦
心
も
ま
た
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
彼
は
ス
グ
ォ

l
リ
ン
あ
て
の
手
紙
(
一
八
八
八
・
一

二
・
二
一
二
)
の
な
か
で
す
べ
て
の
人
が
彼
の
短
篇
「
後
作
」
(
一
八

zω 

民品~



設のフホエ

ペ
チ

ゆ

J
勾

JJ
e
、、

八
八
|
一
八
八
九
)
を
ほ
め
て
く
れ
た
が
、
こ
の
作
品
の
な
か
で
、

ゆ
が
め
ら
れ
た
人
間
の
生
活
に
封
比
さ
れ
る
初
雪
の
ラ
イ
ト
・
モ

チ
ー
フ
に
気
づ
い
た
の
は
グ
リ
ゴ
ロ
ー
グ
ィ

y

チ
だ
け
だ
と
述
べ

て
い
る
。
彼
は
心
理
描
寓
に
お
い
て
も
ま
た
ひ
か
え
目
で
あ
る
。

讃
者
は
つ
ね
に
彼
の
描
馬
を
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は

人
物
の
心
理
を
説
明
す
る
よ
り
は
、
心
理
の
動
き
の
外
面
的
な
現

わ
れ
、
す
な
わ
ち
行
震
や
動
作
や
こ
と
ば
を
つ
た
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
人
物
の
心
理
の
動
き
を
讃
者
に
観
察
さ
せ
、
判
断
さ
せ

る。
ス
グ
ォ

1
リ
ン
が
描
寝
の
こ
の
よ
う
な
客
観
性
を
非
難
し
た
と

き
、
チ
ェ

1
ホ
フ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
あ
な
た
は

わ
た
し
を
客
観
性
の
か
ど
で
非
難
し
、
客
観
性
を
善
や
悪
に
た
い

す
る
無
関
心
、
理
想
や
理
念
等
の
扶
如
と
呼
ん
で
い
る
。
わ
た
し

が
馬
盗
人
を
描
く
場
合
に
は
、
馬
を
ぬ
す
む
こ
と
は
悪
い
こ
と
だ

と
語
る
こ
と
が
必
要
だ
と
あ
な
た
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
馬
を

ぬ
す
む
の
が
悪
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
が
言
わ
な
く

て
も
、
む
か
し
か
ら
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
・
:
:
わ
た
し

は
作
品
を
書
く
と
き
に
は
、
物
語
り
の
な
か
に
棋
け
て
い
る
主
親

的
な
諸
要
素
は
、
講
者
が
み
ず
か
ら
こ
れ
を
補
っ
て
く
れ
る
も
の

と
思
っ
て
、
完
全
に
讃
者
を
あ
て
に
・
し
て
い
る
。
」
ハ
一
八
九
0
・

四
-
一
)
彼
に
よ
れ
ば
、
義
術
形
象
の
暗
示
す
る
結
論
を
護
者
が

み
ず
か
ら
ひ
き
出
す
と
き
に
放
果
は
ひ
と
し
お
大
き
い
の
で
あ

り
、
描
潟
は
客
観
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
つ
よ
い
印
象
を
あ
た
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

短
篇
「
家
の
な
か
」
(
一
八
八
七
)
に
は
、
萎
術
が
論
理
的
な
判

断
ぞ
訓
戒
の
も
ち
え
な
い
、
つ
よ
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
、
作
者
の
信
僚
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の

主
人
公
で
あ
る
地
方
裁
判
所
の
検
事
は
自
分
の
小
さ
な
む
す
こ
が

た
ば
こ
を
吸
う
U
た
ず
ら
を
お
ぼ
え
た
こ
と
を
憂
え
て
、
た
ば
こ

の
害
に
つ
い
て
く
り
か
え
し
説
教
す
る
が
、
少
年
は
す
こ
し
も
父

親
の
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
。
そ
こ
で
父
親
は
一
つ
の
物
語
を
つ

く
り
出
す
。
王
子
が
た
ば
こ
を
吸
っ
て
肺
病
に
な
っ
て
死
ん
で
し

ま
う
。
王
は
ひ
と
り
む
す
こ
を
失
っ
て
ふ
か
い
悲
し
み
に
お
ち
い

る
。
少
年
は
こ
の
話
を
き
い
て
、
つ
よ
く
心
を
う
た
れ
、
も
は
や

た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
こ
と
を
父
親
に
約
束
す
る
。
か
く
て
父
親
の

話
は
む
き
出
し
の
員
賞
、
強
要
的
な
訓
戒
の
は
た
し
え
な
い
こ
と

を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
萎
術
の
力
へ
の
作
者
の
確
信

と
と
も
に
、
あ
ら
わ
な
傾
向
性
へ
の
批
判
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

チ
ェ

1
ホ
フ
を
無
思
想
、
無
傾
向
の
作
家
と
考
え
る
人
は
こ
の

作
家
が
自
己
の
纂
術
に
課
し
た
規
準
を
理
解
し
な
い
人
で
あ
る
。
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も
と
も
と
現
貫
に
た
い
す
る
一
定
の
理
解
、
一
定
の
態
度
な
く
し

て
は
、
ど
ん
な
萎
術
創
造
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
チ
ァ
ー
ホ
フ
自

身
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
も
創
作
に
お
い
て
問
題
と

意
固
と
を
担
否
す
る
な
ら
ば
、
警
術
家
と
い
う
も
の
が
、
な
ん
の

設
定
さ
れ
た
意
屈
も
な
く
、
何
気
な
く
、
あ
る
感
動
の
影
響
の
も

と
に
創
作
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
、
ま
え
も
っ
て
考
え
ぬ
か
れ
た
意
固
な

し
に
霊
感
だ
け
に
よ
っ
て
、
小
説
を
書
い
た
と
自
慢
す
る
よ
う
な

作
家
が
い
た
ら
、
わ
た
し
は
彼
を
狂
人
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
。
」
(
ス
グ

ォ
1

リ
ン
あ
て
の
手
紙
、
一
八
八
八
・
一

0
・
二
七
)
彼
は
ま
た
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
小
説
の
な
か
で
、
は
じ
め

か
ら
お
わ
り
ま
で
、
嘘
偽
に
た
い
し
て
抗
議
し
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
傾
向
で
は
な
い
の
か
。
」
(
プ
レ
シ
チ
ェ

1

エ
フ
あ

て
の
手
紙
、
一
八
八
八
・
一

0
・
七
)

第三競第四十二巻一橋論叢

し
か
し
な
お
か
つ
彼
に
は
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト

イ
に
お
け
る
よ
う
な
、
一
定
の
、
は
っ
き
り
と
し
た
政
治
的
理
念

が
扶
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
ト
ル
ス
ト
イ
的
な
「
説
教
者
的
態

度
」
や
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
的
な
「
お
し
つ
け
が
ま
し
さ
」
に
た

い
す
る
彼
の
嫌
悪
と
と
も
に
、
ロ
マ
ン
を
書
こ
う
と
す
る
彼
の
幾

度
か
の
試
み
を
つ
ね
に
失
敗
に
お
わ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
は

--、

主
張
す
べ
き
、
明
確
な
政
治
的
理
念
が
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な

く
、
生
活
に
た
い
す
る
そ
の
理
解
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
ろ
と
し

て
は
避
け
が
た
い
、
す
く
な
か
ら
ぬ
矛
盾
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
彼
は
け
っ
し
て
、
政
治
的
理
念
を
も
ふ
く
め
た
、
世
界
に
た
い

す
る
一
定
の
理
解
の
必
要
を
み
と
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
彼
の
創
作
活
動
全
櫨
は
あ
た
ら
し
い
、
明
確
な
世
界
観
と
そ

れ
に
も
と
づ
く
枇
舎
的
な
理
想
と
の
探
求
の
記
録
で
あ
る
の

「
灯
火
」
(
一
八
八
八
)
に
お
い
て
は
、
人
生
に
封
す
る
積
極
的

な
見
解
の
棋
如
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
、
人
間
の
堕
落
の
問

題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
舗
道

技
師
の
ア
ナ
l

ニ
エ
フ
は
彼
の
助
手
を
し
て
い
る
事
生
フ
ォ
ン
・

シ
ュ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
批
判
す
る
。
彼
も
か
つ
て
、

こ
の
皐
生
の
よ
う
に
、
シ
ョ

1
ぺ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
崇
奔
者
で
あ

り
、
す
べ
て
の
債
値
の
否
定
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
の
過
去
の

一
つ
の
苦
し
い
瞳
験
を
物
語
る
。
彼
は
人
生
に
な
ん
の
意
味
を
も

認
め
な
い
自
分
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
ひ
と
り
の
純
異
な
女
を

あ
ざ
む
き
、
そ
の
最
後
の
希
望
を
も
う
ち
こ
わ
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
殺
人
に
も
ひ
と
し
い
罪
」
を
犯
す
。
彼
は
自
分
に
と
っ
て

正
常
な
思
考
は
彼
が
「
子
供
の
よ
う
に
彼
女
の
ま
え
に
ゆ
る
し
を

乞
い
、
彼
女
と
と
も
に
泣
い
た
と
き
に
」
や
っ
と
は
じ
ま
っ
た
の
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、、
だ
と
語
る
。
こ
の
作
品
は
正
し
い
思
想
の
蹴
如
、
生
活
に
つ
い
て

の
ま
ち
が
っ
た
理
解
が
人
を
し
て
い
か
に
お
そ
ろ
し
い
罪
を
犯
さ

せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
、
チ
ェ

l
ホ
フ
の
確
信
を
表
現

し
て
い
る
。

チ且ーホフの小設

「
畢
生
」
(
一
八
九
四
)
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
物

語
に
た
い
す
る
単
純
な
、
ま
ず
し
い
女
た
ち
の
反
感
が
、
不
意
に

ひ
と
り
の
事
生
の
ま
え
に
、
人
類
の
生
活
と
歴
史
の
全
髄
を
、
あ

た
ら
し
い
光
の
も
と
に
照
ら
し
出
す
。
貧
困
、
無
智
、
暗
黒
が
む

か
し
か
ら
、
人
類
の
、
克
服
し
が
た
い
運
命
で
あ
っ
た
と
い
う
思

想
が
事
生
の
心
を
重
く
お
し
つ
け
て
い
た
が
、
突
然
そ
れ
は
、
人

間
の
精
神
的
な
美
し
さ
や
異
質
こ
そ
人
間
生
活
の
意
味
と
目
的
で

あ
っ
た
し
、
い
ま
も
そ
う
で
あ
り
、
未
来
に
お
い
て
も
そ
う
だ
ろ

う
と
い
う
、
明
る
い
確
信
の
よ
ろ
こ
び
に
か
わ
る
。
「
た
い
く
づ

な
話
」
(
一
八
八
九
)
に
お
い
て
は
、
生
活
の
普
遍
的
な
意
味
、
「
一

般
理
念
」
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
い
老
拳
者
の
悩
み
、
一
位
曾

的
理
想
の
棋
如
に
た
い
す
る
悲
し
み
が
描
か
れ
る
。

チ
ェ

1
ホ
フ
は
ガ
ル
シ
ン
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
一
九
世
紀
八

0
1九
0
年
代
の
ロ
シ
ヤ
枇
舎
の
暗
さ
を
ま
と
も
に
、
す
こ
し
の

ゴ
ま
か
し
も
な
し
に
、
う
け
と
め
て
い
る
。
彼
は
こ
の
現
貫
と
妥

協
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
か
ら
逃
が
れ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ

( 9 ) 

， 
A ぷ

• r'が

れ
ゆ
え
に
、
だ
れ
よ
り
も
つ
よ
く
枇
曾
的
理
想
の
棋
如
に
苦
し

み
、
あ
た
ら
し
い
一
世
曾
的
理
想
を
熱
心
に
求
め
た
の
で
あ
る
o

v

「
六
競
室
」
(
一
八
九
二
)
に
讃
者
の
心
を
と
ら
え
酔
わ
せ
る
よ
う

な
「
ア
ル
コ
ー
ル
分
」
が
足
り
な
い
と
い
う
ス
グ
ォ

1
リ
ン
の
非

難
に
た
い
し
て
、
チ
ェ

1
ホ
フ
は
こ
れ
を
時
代
の
一
般
的
現
象
と

見
な
し
、
そ
の
共
通
の
原
因
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

「
わ
た
し
と
同
年
輩
の
作
家
た
ち
、
三

O
か
ら
四
五
ぐ
ら
い
の
人

た
ち
で
、
一
一
滴
で
も
ア
ル
コ
ー
ル
を
提
供
し
え
た
作
家
が
い
る
だ

ろ
う
か
。
:
:
わ
れ
わ
れ
に
は
《
な
に
か
》
が
棋
け
て
い
る
。
・
:

:
わ
れ
わ
れ
が
永
遠
の
作
家
、
あ
る
い
は
皐
に
り
っ
ぱ
な
作
家
と

呼
ん
で
い
る
作
家
、
わ
れ
わ
れ
を
酔
わ
せ
る
よ
う
な
作
家
た
ち
を

思
い
出
し
て
見
ょ
う
。
彼
ら
は
一
つ
の
共
通
の
、
き
わ
め
て
重
要

な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
分
の
進
む
と
こ
ろ
へ
讃
者
を

呼
び
ま
ね
く
。
讃
者
は
こ
れ
ら
の
作
家
が
な
ん
ら
か
の
目
的
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
、
頭
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
身
を
も
っ
て
感

巳
る
。
:
・
・
彼
ら
の
う
ち
の
す
ぐ
れ
た
者
た
ち
は
現
貫
的
で
あ
っ

て
、
生
活
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
。
し
か
し
お
の
お
の
の
行
が
目

的
の
意
識
に
よ
っ
て
み
た
さ
れ
て
い
る
の
で
、
讃
者
は
あ
る
が
ま

ま
の
生
活
の
ほ
か
に
、
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
生
活
を
感
じ
と

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
讃
者
の
心
を
と
ら
え
る
。
だ
が
わ
れ
わ
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れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
生
活
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
く

が
、
そ
れ
以
上
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
:
・
わ
れ
わ
れ
に
は
近

い
目
的
も
遠
い
目
的
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
な
か
は
う
つ
ろ

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
政
治
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
革
命
を
信

じ
な
い
。
紳
を
も
信
じ
な
い
し
、
幽
霊
を
も
こ
わ
が
ら
な
い
。
わ

た
し
自
身
は
死
や
寄
目
さ
え
も
お
そ
れ
な
い
。
な
に
も
の
を
も
欲

せ
ず
、
な
に
も
の
に
も
期
待
を
も
た
ず
、
な
に
も
の
を
も
お
そ
れ

な
い
よ
う
な
人
間
は
塾
術
家
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一

O
年

か
ニ

O
年
後
に
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
な
る
か
、
わ
た
し
は
知
ら
な

い
。
お
そ
ら
く
ま
わ
り
の
事
情
は
費
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

い
ま
の
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
才
能
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か

わ
り
な
く
、
な
に
か
貫
際
に
ま
と
も
な
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
か
ら
期

待
す
る
こ
と
は
無
謀
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
(
ス
グ
ォ

1
リ
ン
あ
て

の
手
紙
、
一
八
九
二
・
一
一
二
一
五
)

こ
こ
に
は
チ
且

1
ホ
フ
自
身
お
よ
び
彼
と
同
年
輩
の
作
家
た
ち

に
た
い
す
る
過
少
評
僚
が
あ
る
と
し
て
も
、
目
的
も
な
く
、
希
望

も
期
待
も
恐
怖
も
知
ら
な
い
人
聞
が
読
書
術
家
た
り
え
な
い
と
い
う

彼
の
こ
と
ば
は
完
全
に
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
彼
自
身
は
貫
際
は
多

く
の
希
望
と
期
待
と
恐
怖
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
「
一
定

の
世
界
観
の
な
い
意
識
的
な
生
活
は
生
活
で
は
な
く
て
、
重
荷
で

第三競第四十二巻一橋論叢
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あ
り
、
恐
怖
で
あ
る
」
こ
'
ぷ
を
痛
切
に
感
じ
て
い
た
が
、
無
責
任

な
理
想
を
か
か
げ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
。

彼
は
人
聞
の
美
し
さ
と
い
う
も
の
に
つ
よ
く
あ
こ
が
れ
、
そ
れ

を
隼
重
し
て
い
た
だ
け
に
、
人
間
の
心
の
お
く
に
ひ
そ
む
嘘
偽
、

彼
が
卑
俗
さ
と
名
づ
け
て
い
た
も
の
と
妥
協
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
同
時
代
人
た
ち
の
停
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ

の
貼
に
お
い
て
む
し
ろ
過
度
に
潔
癖
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
妥

協
の
な
か
に
悪
の
み
な
も
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
日
毎
に
く
り
か

え
さ
れ
て
い
る
悲
劇
や
犯
罪
へ
の
無
関
心
は
こ
の
妥
協
の
結
果
で

あ
り
、
悪
の
日
常
性
を
生
み
出
し
、
人
間
の
美
し
さ
を
ゆ
が
め
て

い
る
。
こ
の
悪
の
根
源
を
示
し
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
を
チ
ェ

1
ホ
フ
は
萎
術
家
と
し
て
の
自
分
の
お
も
な
課
題
と
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

「
後
作
」
の
主
人
-
公
で
あ
る
事
生
グ
ァ
シ

1
リ
エ
フ
は
友
人
た

ち
に
さ
そ
わ
れ
て
娼
家
を
お
と
ず
れ
、
心
に
つ
よ
い
街
激
を
う
け

る
。
小
説
の
獄
況
は
単
純
で
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
劇
的
な
事
件
も

な
く
、
だ
れ
も
苦
し
め
ら
れ
て
は
い
な
い
し
、
だ
れ
ひ
と
り
良
心

の
責
め
を
感
じ
て
い
る
者
も
い
な
い
。
娼
婦
た
ち
は
む
し
ろ
楽
し

げ
に
歌
い
、
お
ど
っ
て
い
る
。
泣
き
わ
め
い
て
い
る
女
が
い
る

が
、
そ
れ
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
女
で
あ
る
。
し
か
し
悪
の
こ
の
よ
う
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な
日
常
性
、
グ
ァ
シ
l

リ
エ
フ
の
友
人
た
ち
の
よ
う
な
、
数
養
あ

る
人
た
ち
ゃ
娼
婦
た
ち
自
身
が
悪
に
た
い
し
て
い
だ
い
て
い
る
、

こ
の
無
関
心
が
ヴ
ァ
シ

1
リ
エ
フ
を
絶
望
に
お
と
し
い
れ
る
。
友

人
た
ち
は
彼
を
精
神
病
曹
の
も
と
に
つ
れ
て
ゆ
く
。
友
人
た
ち
も

聾
者
も
グ
ァ
シ
l

リ
エ
フ
の
護
作
的
精
紳
異
肢
の
員
の
原
因
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
讃
者
も
ま
た
描
寓
の
背
後
の
意
味
を

と
ら
え
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
す
ぐ
り
」
(
一
八
九
八
)
に
お
い
て
も
お
な
じ
問
題
が
出
さ
れ

て
い
る
。
主
人
公
は
自
分
の
弟
で
あ
る
、
お
だ
や
か
な
、
勤
勉
な

一
官
吏
の
生
活
を
物
語
る
。
行
動
は
な
ん
の
緊
張
も
な
く
、
時
間

の
順
を
追
っ
て
最
小
限
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
上
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
こ
の
官
吏
は
果
樹
閏
や
野
菜
畠
や
す
ぐ
り
の
茂
み

の
あ
る
土
地
を
買
い
求
め
る
こ
と
を
生
涯
の
理
想
と
し
て
金
を
た

め
、
そ
の
夢
を
貫
現
す
る
。
こ
れ
は
一
位
舎
の
下
層
か
ら
身
を
起
こ

し
て
、
勤
勉
と
節
約
と
に
よ
っ
て
生
活
の
安
泰
を
か
ち
え
た
、
ひ

と
り
の
人
間
の
、
幸
一
一
踊
な
結
末
の
物
語
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
チ
ェ

1
ホ
フ
は
こ
の
こ
と
の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
は
理
解

し
な
い
。
彼
は
こ
の
官
吏
が
自
分
の
夢
を
貫
現
し
た
か
わ
り
に
、

精
神
的
に
破
産
し
、
つ
め
た
い
利
己
主
義
者
に
な
り
、
貴
族
の
稽

競
を
自
慢
し
た
り
、
百
姓
に
た
い
す
る
管
刑
の
必
要
を
説
く
よ
う

チョ巳ーホフの小説

な
、
横
暴
な
地
主
に
襲
化
し
て
行
っ
た
事
貫
を
重
視
す
る
。
わ
ず

か
な
財
産
の
た
め
に
、
自
分
の
小
さ
な
利
己
主
義
的
な
安
泰
の
た

め
に
、
人
聞
が
人
間
ら
し
さ
を
失
い
、
生
活
の
本
官
の
意
味
と
幸

一
滴
の
土
憂
を
み
ず
か
ら
う
ち
こ
わ
し
て
ゆ
く
と
い
う
日
常
的
な
事

貫
に
讃
者
の
注
意
を
向
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
は
ち
が
っ
た
生
活

の
道
、
ち
が
っ
た
幸
繭
が
必
要
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
す
る
。
こ
う
し
て
あ
り
ふ
れ
た
人
間
に
づ
い
て
の
、
あ
り
ふ
れ

た
物
語
は
人
間
ら
し
い
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
請
者
の
心
に
呼

び
さ
ま
す
。
物
語
り
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
語
り
手
の
イ
グ
ア

ン
・
イ
グ
ァ

1
ノ
グ
ィ
ッ
チ
が
生
活
の
卒
凡
な
、
翠
純
な
現
象
の

な
か
か
ら
ひ
き
出
し
た
、
人
間
の
活
動
の
か
、
ぎ
り
な
い
可
能
性
に

つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
。
「
人
間
に
必
要
な
の
は
コ
一
ア
ル
シ
ン
の

土
地
や
屋
敷
で
は
な
く
、
地
球
全
韓
で
あ
り
、
自
然
全
瞳
で
あ
る
。

ひ
ろ
い
自
然
の
な
か
で
こ
そ
人
聞
は
自
分
の
自
由
な
精
神
の
す
べ

て
の
特
質
を
殻
揮
で
き
る
。
」
こ
れ
は
ま
た
作
者
チ
ェ

l
ホ
フ
の

思
想
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
ト
ル
ス
ト
イ
が
そ
の
民
話

「
人
に
は
多
く
の
土
地
が
い
る
か
」
の
な
か
で
述
べ
た
思
想
に
た

い
す
る
批
判
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
間
の
未
来
の
可
能
性

へ
の
讃
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ど
ん
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
齢
地
も
な

い
だ
ろ
う
。
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チ
ェ
1
ホ
フ
が
、
官
時
の
ロ
シ
ヤ
の
一
定
の
政
治
的
黛
汲
の
立

場
に
立
た
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
に
か
を
失
っ
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
は
ナ
ロ

l
ド
ニ
キ
の
思
想
に
も
同
意
し

な
か
っ
た
し
、
一
時
心
を
ひ
か
れ
た
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
か
ら
も
間

も
な
く
離
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
一
九

O
四
年
に
死
ん
だ
こ
と
を
、
そ
し
て

す
で
に
一
八
九
八
年
に
「
往
診
中
の
で
き
ご
と
」
を
、
そ
し
て
死

の
前
年
に
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
「
い
い
な
づ
け
」
を
書
い
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
ろ
ロ
シ
ヤ
の
作
家
の
な

か
で
未
来
へ
の
、
こ
の
よ
う
な
、
は
っ
き
り
と
し
た
展
望
を
も
っ

た
、
美
し
い
作
品
を
書
い
た
者
は
い
な
い
。
ゴ

1
リ
キ
!
の
「
海

つ
ぱ
め
の
歌
」
(
一
九
O
一
)
も
チ
ェ

1
ホ
フ
の
こ
れ
ら
の
作
品
の

墾
術
的
な
高
さ
に
は
お
よ
ば
な
い
。
チ
ェ

l

ホ
フ
は
自
分
が
ロ
シ

ヤ
の
良
心
の
目
ざ
め
の
た
め
に
、
八

0
年
代
の
な
か
ば
以
後
の
ナ

ロ
l
ド
ニ
キ
や
ト
ル
ス
ト
イ
主
義
の
信
奉
者
た
ち
に
劣
ら
な
い
ほ

ど
の
、
多
く
の
こ
と
を
し
て
い
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
彼
を
無
原
則
的
作
家
と
す
る
非
難
に
こ
た
え
て
「
ル

ス
カ
ヤ
・
ム
イ
ス
リ
」
誌
の
編
集
者
ヴ
1
コ
ル
・
ラ
ヴ
ロ
フ
に
あ

て
て
書
い
た
手
紙
(
一
八
九
0
・
四
・
一

O
)
の
謙
遜
な
調
子
の
底

に
は
、
こ
の
確
信
が
み
と
め
ら
れ
る
。

第三競第四十二巻}橋論叢

チ
ェ

1
ホ
フ
が
作
家
と
し
て
活
動
し
た
時
代
は
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ

的
理
想
の
崩
壊
と
あ
た
ら
し
い
政
治
的
理
想
の
模
索
の
時
代
で
あ

る
。
チ
ェ
1
ホ
フ
の
「
政
治
へ
の
無
闘
心
」
あ
る
い
は
「
政
治
か

ら
の
逃
避
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
こ
の
思
想
的
混
蹴
期
、
あ
る
い

は
指
導
的
な
枇
舎
的
理
念
の
空
白
期
の
反
映
で
あ
る
。
彼
の
非
政

治
性
に
づ
い
て
は
、
彼
を
自
分
た
ち
の
陣
営
に
ひ
き
い
れ
よ
う
と

し
た
政
治
的
グ
ル
ー
プ
(
た
と
え
ば
ミ
ハ
イ
ロ
ア
ス
キ
ー
)
の
が

わ
か
ら
の
、
あ
る
程
度
誇
張
さ
れ
た
批
判
に
も
と
づ
く
誤
解
も
あ

る
が
、
チ
ェ
1
ホ
フ
の
が
わ
に
政
治
的
黛
汲
へ
の
過
度
の
警
戒
が

あ
っ
た
こ
と
も
事
貫
で
あ
ろ
う
。
彼
が
悪
の
み
な
も
と
を
嘘
偽
や

卑
俗
さ
と
の
妥
協
の
な
か
に
求
め
た
り
、
自
由
な
萎
術
家
た
る
こ

と
を
念
願
し
た
り
し
た
こ
と
は
右
の
事
貫
の
反
面
を
物
語
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
コ
ロ
レ
ン
コ
や
エ
ル
ミ
l

ロ
フ
の
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
の
過
渡
期
に
お
け
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
窯
汲
か

ら
の
自
由
」
こ
そ
チ
ェ

1
ホ
フ
を
し
て
嘗
時
の
現
貫
の
客
観
的
な

観
察
を
可
能
に
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
彼
の
作

品
の
お
の
お
の
は
彼
に
よ
る
、
正
し
い
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
探

求
の
記
録
で
あ
る
。
卑
俗
な
現
貫
に
た
い
す
る
批
判
は
す
で
に
ユ

ー
モ
ア
小
説
の
わ
く
の
な
か
で
行
な
わ
れ
て
い
る
(
「
カ
メ
レ
オ

ン
」
、
「
下
士
官
プ
リ
シ
ベ
1

エ
フ
」
、
「
ア
ル
ピ
オ
ン
の
娘
」
)
。
「
ば
か
げ
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a院

た
こ
と
は
書
き
た
く
な
い
し
、
書
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
二
十
三

歳
の
チ
ェ

l
ホ
フ
は
、
讃
者
を
笑
わ
せ
る
こ
と
の
み
を
要
求
し
た

ユ
ー
モ
ア
雑
誌
の
編
集
者
レ
イ
キ
ン
に
あ
て
て
、
書
き
お
く
つ
て

、・
3
0

、v
・
4
1チ

ェ

1
ホ
フ
の
作
品
は
客
観
的
に
は
八

0
年
代
以
後
の
雑
階
級

的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
気
分
を
反
映
し
た
。
こ
れ
ら
の
民
主

的
な
、
勤
勉
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
は
遅
咲
き
の
ロ
シ
ヤ
資
本

主
義
に
た
い
し
て
も
、
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
貴
族
的
自

由
主
義
に
た
い
し
て
も
、
ま
た
下
降
期
に
は
い
っ
た
ナ
ロ

l
ド
ニ

キ
的
教
義
に
た
い
し
て
も
多
少
と
も
濁
立
的
な
態
度
を
と
っ
て
い

た
。
彼
ら
は
国
民
の
生
活
に
ふ
か
い
閥
心
を
示
し
、
飢
謹
や
疫
病

か
ら
閤
民
を
救
う
た
め
に
は
、
献
身
的
な
活
動
を
す
る
が
、
園
民

の
不
幸
や
枇
曾
悪
の
み
な
も
と
を
と
-
り
の
ぞ
く
た
め
に
は
、
何
を

し
た
ら
い
い
の
か
を
知
ら
な
い
。

チ
ェ

1
ホ
フ
の
主
要
な
作
品
は
こ
れ
ら
の
人
々
を
描
い
て
い

る
。
は
じ
め
の
こ
ろ
の
作
品
で
は
、
主
人
公
は
自
分
の
生
活
の
み

に
く
き
に
気
づ
か
な
い
(
「
流
刑
地
に
て
」
)
。
あ
る
い
は
生
活
の
意

味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
(
「
た
い
く
つ
な
話
」
)
。
ま
た
生

活
の
無
意
味
さ
の
苦
し
い
意
識
に
と
ら
わ
れ
る
(
「
文
事
の
教
師
」
)
。

と
き
に
は
主
人
公
は
ま
わ
り
の
卑
俗
な
現
賓
と
妥
協
し
て
し
ま
う

S 

~.， • 
‘ 

(
「
古
里
に
て
」
「
ヨ
1

ヌ
イ
チ
」
)
。
あ
る
い
は
苦
し
い
病
的
な
行
動

に
走
る
(
「
務
作
」
「
六
競
室
」
)
。
ま
た
は
誠
賞
な
行
動
の
こ
こ
ろ
み

の
の
ち
に
敗
北
す
る
(
「
私
の
生
活
」
)
。
晩
年
の
作
品
で
は
、
主
人

公
は
あ
た
ら
し
い
生
活
を
も
と
め
て
意
識
的
な
行
動
に
移
る
(
「
い

い
な
づ
け
」
)
。
彼
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
弱
貼
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
、

失
敗
を
く
り
か
え
し
、
し
か
も
誠
貫
に
生
き
よ
う
と
努
力
し
て
い

る
卒
凡
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
彼
ら
は

た
が
い
に
似
か
よ
っ
て
お
り
、
ミ
ル
ス
キ
1
の
指
摘
す
る
よ
う
に

文
拳
形
象
と
し
て
充
分
に
個
性
的
で
な
い
。
し
か
し
讃
者
は
彼
ら

を
身
近
な
も
の
に
感
じ
、
彼
ら
と
そ
の
悩
み
や
惑
い
や
希
望
を
共

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
精
神
的
ド
ラ
マ
の
基
本
的
内
容

は
経
歴
や
富
や
自
分
だ
け
の
幸
幅
の
追
求
で
は
な
く
、
高
い
理
想

の
見
地
か
ら
す
る
、
自
分
の
生
活
の
反
省
で
あ
り
、
生
活
の
共
通

の
意
味
、
「
た
い
く
つ
な
話
」
の
主
人
公
ニ
コ
ラ
イ
・
ス
テ
パ

1
ノ

グ
ィ
ッ
チ
の
言
う
ご
般
理
念
」
の
探
求
で
あ
る
。

「
文
撃
の
教
師
」
(
一
八
九
四
)
に
お
い
て
は
、
主
人
公
の
精
神

的
な
目
ざ
め
の
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ニ
キ
1
チ
ン
は
貧
し
い

事
生
生
活
の
の
ち
に
、
ギ
ム
ナ
ジ
ヤ
の
文
拳
の
教
師
と
な
り
、
望

み
ど
お
り
の
結
婚
を
し
て
、
み
ち
た
り
た
生
活
を
い
と
な
む
よ
う

に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
チ
ェ

1
ホ
フ
は
ニ
キ
l
チ
ン
の
生
活

213 



り
の
こ
の
段
階
を
も
っ
て
小
説
の
結
末
と
は
し
な
い
。
こ
れ
は
む
し

守

i

電
〔
ろ
護
端
で
あ
り
、
葛
藤
の
毅
展
に
先
だ
っ
序
曲
で
あ
る

0

・
次
第
に

競
主
人
公
の
卑
俗
化
の
き
ざ
し
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
彼
は

一二

べ
第
自
分
の
生
活
の
意
味
に
つ
い
て
の
、
不
安
な
疑
惑
に
と
ら
わ
れ
る

巻
よ
う
に
な
る
。
妻
の
卑
俗
さ
、
自
分
自
身
の
生
活
の
卑
俗
さ
の
意

-一
肝
識
が
す
こ
し
ず
つ
彼
の
心
の
な
か
に
つ
み
重
ね
ら
れ
て
行
っ
て
、

'
第
そ
れ
自
身
と
し
て
は
意
味
の
な
い
一
つ
の
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
、

急
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
る
。
そ
し
て
ニ
キ
l

チ
ン
は
自
分

の
町
人
的
な
生
活
を
根
本
的
に
襲
え
る
必
要
を
白
畳
す
る
。
小
説

は
主
人
公
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
お
わ
っ
て
い
る
。
「
こ
こ

か
ら
逃
げ
る
こ
と
だ
。
今
日
に
も
す
ぐ
逃
げ
る
こ
と
だ
。
さ
も
な

け
れ
ば
気
が
狂
っ
て
し
ま
う
。
」

こ
こ
で
も
何
一
つ
事
件
ら
し
い
事
件
は
な
く
、
物
語
り
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
も
の
は
ニ
キ
1
チ
ン
の
精
神
的
殻
展
で
あ
り
、
彼

の
た
ど
り
つ
い
た
結
論
で
あ
る
。
チ
ェ

1
ホ
フ
は
多
く
の
場
合
主

人
公
の
精
神
的
殺
展
の
過
程
を
そ
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
お
も
な

段
階
、
そ
の
特
徴
的
な
モ
ー
メ
ン
ト
に
お
い
て
描
く
。
こ
の
過
程

は
主
人
公
の
心
の
な
か
で
完
成
さ
れ
、
護
者
の
ま
え
に
は
、
そ
の

結
果
だ
け
が
内
面
的
な
、
高
い
緊
張
の
瞬
間
に
お
い
て
示
さ
れ

る
。
こ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
技
、
法
と
の
大
き
な
ち
が
い
で
あ
ろ

-、，、

ぅ
。
内
面
的
に
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
、
主
人
公
の
心
理
の
、
ャ
こ

の
よ
う
な
急
激
な
撞
化
は
、
そ
と
か
ら
見
た
場
合
は
、
し
ば
し
ば

意
外
な
形
を
と
る
が
、
そ
の
動
機
は
き
わ
め
て
綿
密
に
く
み
立
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
主
人
公
の
こ
の
意
識
の
轄
換
、
あ
た
ら
し

い
員
理
の
後
見
が
作
品
の
ク
ラ
イ
マ

y

ク
ス
を
構
成
す
る
。
し
か

し
こ
の
作
品
の
結
末
は
本
来
の
意
味
の
結
末
で
は
な
い
。
ニ
キ
l

チ
ン
の
あ
た
ら
し
い
生
活
は
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
チ
ェ

1
ホ
フ
の
作
品
は
葛
藤
を
そ
の
解
決
の
局
面
に
お
い

て
で
は
な
く
、
解
決
の
過
程
あ
る
い
は
そ
の
主
要
な
段
階
に
お
い

て
示
す
。
し
か
し
こ
の
葛
藤
の
未
解
決
は
解
決
が
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
文
筆
の
教
師
」
に
お
い
て

は
葛
藤
は
ま
だ
行
動
に
移
行
し
て
い
な
い
が
、
ニ
キ
1
チ
ン
は
あ

た
ら
し
い
生
活
の
な
か
に
は
い
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
ゲ
ル
'

ソ
ン
は
「
犬
を
つ
れ
た
奥
さ
ん
」
(
一
八
九
九
〉
を
「
序
曲
小
説
」

と
呼
ん
で
い
る
(
「
チ
ェ
1

ホ
フ
の
創
作
」
、
一
九
五
六
年
、
一

O
五
頁
)
。

こ
の
規
定
は
「
文
皐
の
数
師
」
を
は
じ
め
、
お
な
じ
よ
う
な
構
成

を
も
っ
た
、
チ
ェ

I
ホ
フ
の
他
の
作
品
に
も
通
用
さ
れ
う
る
で
あ

ろ〉フ。チ
ェ

l
ホ
フ
の
主
人
公
た
ち
は
卑
俗
な
生
活
か
ら
ぬ
け
出
ょ
う

と
す
る
、
そ
の
た
た
か
い
に
お
い
て
多
く
の
場
合
孤
濁
で
あ
る
。
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唱

i

a

・f
t
、

彼
ら
は
書
物
や
身
近
か
な
指
導
者
の
影
響
を
う
け
な
い
。
そ
の
よ

う
な
も
の
は
彼
ら
の
ま
わ
り
に
存
在
し
な
い
。
彼
ら
は
濁
力
で
自

分
自
身
の
生
活
や
ま
わ
り
の
現
賓
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

く
る
し
い
探
求
の
の
ち
に
、
自
分
の
あ
た
ら
し
い
員
理
を
後
見
す

る
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
八

O
i九
0
年
代
の

?
y
ヤ
一
世
舎
の
過
渡

期
の
現
貫
の
反
映
で
あ
る
。
し
か
し
後
期
の
作
品
で
は
、
主
人
公

た
ち
が
自
分
の
決
意
を
賞
行
に
移
そ
う
と
す
る
と
き
、
同
情
者
が

現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
だ
れ
か
の
助
力
の
も
と
に
自
分

の
決
意
を
貫
行
に
移
す
。
そ
こ
に
問
題
の
解
決
の
可
能
性
が
示
さ

れ
、
展
望
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
卑
俗
化
と
の
妥
協
の
テ

I
マ
も
、
チ
ェ

1
ホ
フ
の

作
品
の
な
か
で
は
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
主

人
公
た
ち
は
町
人
的
な
安
泰
、
物
質
的
な
満
足
の
た
め
に
、
青
年

時
代
の
理
想
を
見
失
い
、
あ
る
い
は
未
知
の
生
活
へ
の
不
安
の
た

め
に
現
在
の
生
活
か
ら
ぬ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
チ
ェ

1
ホ

フ
に
あ
っ
て
は
、
主
人
公
の
環
境
や
性
格
に
お
け
る
宿
命
的
な
要

因
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
卑
俗
さ
へ
の
屈
服
は
主
人
公
が

み
ず
か
ら
責
任
を
負
う
べ
き
安
協
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
る
。

$
「
ヨ

1
ヌ
ィ
チ
」
(
一
八
九
八
)
の
基
本
的
テ
ー
マ
は
人
間
の
こ

の
卑
俗
化
の
テ
!
?
で
あ
る
。
瞥
師
ス
タ
ー
ル
ツ
ェ
フ
は
、
地
方

都
市
の
卑
俗
な
生
活
の
な
か
に
、
若
い
こ
ろ
の
熱
情
も
理
想
も
失

っ
て
、
ひ
た
す
ら
金
を
た
め
、
自
分
の
地
位
と
財
産
の
保
全
の
み

を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
卑
俗
化
の
き
ざ
し
は
す
こ
し
ず
つ
現
わ

れ
て
く
る
が
、
ス
タ
ー
ル
ツ
ェ
フ
自
身
は
そ
れ
に
気
づ
か
な
い

し
、
し
た
が
っ
て
な
ん
の
抵
抗
も
し
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
彼
の

精
神
的
堕
落
の
原
因
で
あ
る
。
物
語
の
は
じ
め
の
部
分
の
た
か
い

持
情
的
な
調
子
は
主
人
公
の
卑
俗
化
の
進
行
と
と
も
に
次
第
に
友

色
の
沈
滞
に
襲
わ
り
、
ス
タ
ー
ル
ツ
ェ
フ
の
わ
か
わ
か
し
い
夢
や

轡
愛
と
む
す
び
つ
い
た
自
然
描
寝
も
消
え
て
し
ま
う
。
卑
俗
化
の

勝
利
と
と
も
に
小
」
読
の
構
成
そ
の
も
の
も
車
純
な
も
の
と
な
り
、

ス
タ
ー
ル
ツ
ェ
フ
の
復
活
の
道
が
ま
っ
た
く
と
ざ
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
。
こ
れ
を
ひ
と
り
の
勤
勉
な
田
舎
醤
者
が
生
活
の
安
泰
を
か

ち
え
た
物
語
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で

も
チ
ェ

1
ホ
フ
は
ス
タ
ー
ル
ツ
ェ
フ
の
一
生
を
そ
の
よ
う
に
は
描

か
な
い
。
こ
れ
を
チ

z
l
ホ
フ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
稽
す
る
批
評
家

は
こ
の
作
品
の
意
味
を
正
し
く
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
古
里
に
て
」
(
一
八
九
七
)
の
テ
1

7
も
卑
俗
さ
と
の
妥
協
の

テ
1

7
で
あ
る
。
主
人
公
グ
ェ

1
ラ
の
ま
え
に
は
こ
っ
の
道
が
あ

っ
て
、
い
ま
自
分
を
と
り
ま
い
て
い
る
生
活
か
ら
離
れ
て
、
国
民

の
役
に
立
つ
生
活
の
な
か
に
は
い
っ
て
ゆ
く
か
、
そ
れ
と
も
美
男
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第四十二巻

子
で
金
も
ち
だ
が
、
教
養
の
な
い
瞥
者
の
ネ
シ
チ
ャ

1
ポ
フ
と
結

婚
す
る
か
、
の
い
ず
れ
か
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女

は
人
民
に
奉
仕
し
、
人
民
の
苦
し
み
を
や
わ
ら
げ
る
よ
う
な
仕
事

に
た
ず
さ
わ
れ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う
と
空
想
す
る
。
し
か

し
ま
た
不
潔
な
、
粗
暴
な
百
姓
た
ち
と
話
し
た
り
、
き
た
な
ら
し

い
子
供
た
ち
に
讃
み
書
き
を
教
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
た
え
が

た
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
彼
女
の
叔
母
が
居
酒
屋
で
牧
入

を
あ
げ
、
百
姓
た
ち
か
ら
罰
金
を
と
り
た
て
て
い
る
の
に
、
自
分

が
百
姓
の
子
供
た
ち
に
も
の
を
教
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ば
か

げ
た
こ
と
だ
。
金
も
ち
の
連
中
が
事
校
だ
の
、
村
の
国
書
館
だ
の

に
つ
い
て
し
#
べ
り
た
て
て
い
る
が
、
本
宮
に
そ
の
必
要
を
感
じ

て
い
る
な
ら
、
い
ま
の
よ
う
に
教
師
に
わ
ず
か
一
五
ル

1
ブ
リ
の

月
給
を
は
ら
っ
て
、
ひ
も
じ
い
思
い
を
さ
せ
た
り
は
し
な
い
は
ず

だ
。
グ
ェ

I
ラ
は
こ
れ
ら
の
矛
盾
と
嘘
偏
に
気
づ
い
て
い
る
。
彼

女
は
意
味
の
あ
る
生
活
、
有
益
な
仕
事
に
あ
こ
が
れ
る
が
、
そ
れ

を
貫
現
す
る
可
能
性
は
彼
女
の
ま
え
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
同
時

に
彼
女
は
自
分
の
弱
さ
を
意
識
し
、
よ
り
よ
い
生
活
な
ど
は
あ
り

え
な
い
し
、
幸
一
隅
と
か
員
貫
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
は
人
生
の
そ

と
が
わ
に
し
か
な
い
も
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
ネ

シ
チ
ャ

l
ポ
フ
と
結
婚
す
る
。
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こ
れ
は
卑
俗
化
を
お
そ
れ
て
い
る
人
間
の
卑
俗
化
と
の
妥
協
の

物
語
で
あ
る
。
グ
ェ

1
ラ
の
過
去
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
毅

展
に
必
要
な
か
、
ぎ
り
の
最
小
限
の
こ
と
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。

彼
女
が
古
里
に
踊
る
ま
え
に
都
舎
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い

た
か
に
つ
い
て
は
、
讃
者
は
想
像
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
彼
女
が

大
き
な
財
産
の
相
績
人
と
し
て
村
に
踊
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
事
情
は
叔
母
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
讃
者

は
彼
女
が
村
に
踊
っ
て
き
た
こ
と
自
瞳
が
卑
俗
化
と
の
彼
女
の
妥

協
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
。
物
語
は
主
人
公
が
南

ロ
シ
ヤ
の
草
原
の
さ
び
し
い
障
に
ひ
と
り
お
り
立
っ
て
、
三

0
キ

ロ
も
は
な
れ
た
村
ま
で
馬
車
に
の
ヮ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

る
。
そ
し
て
古
里
の
家
に
蹄
り
つ
い
て
幾
日
も
た
た
な
い
う
ち

に
、
彼
女
は
自
分
の
運
命
を
き
め
る
。
こ
の
数
日
は
彼
女
の
生
涯

に
お
け
る
、
も
っ
と
も
苦
し
い
、
内
面
の
た
た
か
い
の
数
日
で
あ

る
。
主
人
公
の
す
べ
て
は
こ
の
緊
張
し
た
瞬
間
の
彼
女
の
思
考
と

行
動
の
な
か
に
示
さ
れ
る
。
物
語
は
彼
女
の
屈
服
、
ι

卑
俗
な
男
と

の
彼
女
の
結
婚
を
も
っ
て
お
わ
る
が
、
彼
女
の
よ
き
資
質
が
消
え

去
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
た
ら
し
い
葛
藤
の
た
め
の
諸
僚
件
は
ま

だ
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
中
二
階
の
あ
る
家
」
(
一
八
九
六
)
で
は
、
も
っ
と
複
雑
な
問
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題
、
卑
俗
さ
を
克
服
し
た
と
信
じ
て
い
る
人
た
ち
の
生
活
の
債
値

の
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
行
動
は
地
主
の
家
の
妹
娘

ジ
ェ

1
ニ
ャ
に
た
い
す
る
童
家
の
愛
情
の
稜
展
と
、
熱
心
な
枇
曾

事
業
家
で
あ
る
姉
娘
の
リ
1
ダ
と
童
家
と
の
思
想
的
な
封
立
の
護

展
と
い
う
こ
つ
の
方
向
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
つ
は
童
家

と
ジ
ェ

1
ニ
ャ
と
の
轡
に
た
い
す
る
リ
ー
ダ
の
干
渉
と
い
う
行
動

に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
童
家
は
こ
の
小
説
の
ク
ラ
イ
マ

y

ク
ス
と
な
っ
て
い
る
、
リ
ー
ダ
と
の
論
争
に
お
い
て
、
っ
、
ぎ
の
よ

う
な
意
見
を
述
べ
る
。
村
に
診
療
所
や
挙
校
や
闘
書
館
や
薬
局
を

つ
く
る
こ
と
は
人
民
の
一
一
唐
の
奴
隷
化
に
役
立
つ
ば
か
り
で
あ

る
。
百
姓
女
が
お
産
で
死
ん
だ
の
は
村
に
診
療
所
が
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
く
、
彼
女
た
ち
が
カ
に
あ
ま
る
持
働
を
背
負
わ
さ
れ

て
、
人
間
ら
し
い
生
活
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
切
な
こ

と
は
人
民
の
勢
働
の
重
荷
を
軽
く
し
て
や
っ
て
、
病
気
の
根
源
を

と
り
の
ぞ
く
こ
と
で
あ
る
。
も
し
す
べ
て
の
人
聞
が
勢
働
を
分
捨

し
、
機
械
の
力
を
活
用
し
た
ら
、
各
人
は
一
日
二
、
三
時
間
の
労

働
で
足
り
る
よ
う
に
な
り
、
の
こ
り
の
時
間
を
科
事
や
萎
術
に
さ

さ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
萎
術
家
も
現
在
の
傑
件
の
も
と

で
は
、
才
能
が
ゆ
た
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
一
部
の
強
慾
な
人

間
の
た
め
に
働
く
と
い
う
結
果
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
枇
曾
的
不
正

(17 ) 

に
参
加
す
る
よ
り
は
何
も
し
な
い
方
が
い
い
。
こ
れ
に
た
い
す
る

リ
ー
ダ
の
意
見
は
、
自
分
た
ち
は
た
し
か
に
人
類
全
瞳
を
救
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
多
く
の
貼
で
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
予
を
こ
ま
ね
い
て
何
も
し
な
い
で
い
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
身
近
な
者
に
仕
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
日
チ
ェ

I
ホ
フ
研
究
者
の
多
く
の
者
は
リ
ー
ダ
を
九

0
年
代

の
「
小
さ
な
善
事
」
の
思
想
の
代
表
者
と
し
て
、
童
家
を
一
世
曾
制

度
の
根
本
的
な
盤
革
の
主
張
者
と
し
て
理
解
し
、
童
家
の
意
見
の

な
か
に
チ
ェ

1
ホ
フ
の
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
資
本
主
義
枇
舎
に

お
け
る
萎
術
家
の
役
割
に
づ
い
て
の
チ
ェ

1
ホ
フ
の
見
解
と
が
反

映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
チ
ェ

1
ホ
フ
自
身
は
そ
の

生
涯
の
お
わ
り
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
診
療
所
、
挙
校
、
圃
書
館

な
ど
の
設
立
や
飢
謹
・
疫
病
時
の
救
構
事
業
な
ど
に
献
身
的
な
努

力
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
無
意
味
だ
と

す
る
童
家
の
意
見
を
た
だ
ち
に
作
者
の
意
見
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
も
っ
と
も
彼
は
農
民
と
の
接
鰯
を
通
じ
て
彼
ら
の
否
定
的

な
側
面
を
充
分
に
知
っ
て
い
た
の
で
、
農
村
で
の
文
化
的
活
動
の

限
界
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
幻
想
も
も
っ
て
い
な
か

っ
た
。
童
家
は
リ
ー
ダ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
そ
の
婚
の
な
か
に
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「
人
民
の
要
求
を
描
か
ず
L

ま
た
彼
自
身
の
こ
と
ぽ
に
よ
れ
ば
、

糟
を
描
く
こ
と
を
や
め
て
、
「
組
慣
に
何
一
つ
し
て
い
な
い
」
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
は
資
本
主
義
枇
舎
に
お
け
る
義
術
家
の
創
作
の
空

し
さ
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
彼
の
見
解
と
行
動
は
チ
ェ

1
ホ
フ
の
も
の
と
は
い
ち
じ
る

し
く
ち
が
っ
て
い
る
。
チ
ェ

1
ホ
フ
は
墾
術
の
一
世
曾
的
役
割
を
む

し
ろ
過
大
に
評
債
し
て
い
た
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
リ
ー
ダ
は

自
分
の
確
信
の
な
か
に
と
じ
こ
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
「
な
に

も
し
な
い
よ
り
は
現
在
の
自
分
た
ち
の
力
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
の
こ

と
を
し
て
、
身
近
か
な
者
に
仕
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

彼
女
の
考
え
と
行
動
が
、
九

0
年
代
の
ロ
シ
ヤ
の
農
村
生
活
の
な

か
で
、
な
ん
の
債
値
も
も
た
な
い
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
を
「
童
家
の
言
う
こ
と
を
全
く
理
解
で
き
な

い
、
自
由
主
義
的
女
地
主
」
(
エ
ル
ミ
l

ロ
フ
)
と
の
み
規
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
チ
ェ

1
ホ
フ
は
嘗
時
の
ロ
シ
ヤ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ

ヤ
の
直
面
し
て
い
る
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
題
に
お
け

る
ニ
つ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
童
家
の
思
想
あ
る
い
は
気
分
の

な
か
に
は
、
一
九

O
五
年
の
革
命
を
ま
え
に
し
て
、
ロ
シ
ヤ
一
位
舎

に
増
大
し
つ
づ
あ
っ
た
、
現
般
の
根
本
的
な
襲
革
の
不
可
避
性
に
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つ
い
て
の
鼓
感
が
反
映
し
て
い
る
。
こ
こ
で
チ
ェ

1
ホ
フ
は
こ
の

二
つ
の
方
向
が
和
解
し
合
う
こ
と
な
く
、
ま
す
ま
す
離
れ
て
ゆ
く

こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
リ
ー
ダ
の

不
寛
容
な
、
専
制
的
な
、
か
た
く
な
な
態
度
の
な
か
に
も
、
童
家

の
こ
と
ば
の
、
や
や
投
げ
や
り
な
調
子
ゃ
、
自
分
の
主
張
の
貫
行

に
た
い
す
る
完
全
な
無
関
心
の
な
か
に
も
、
ま
た
ジ
ェ

1
ニ
ャ
に

た
い
す
る
彼
の
轡
の
、
現
貫
と
の
む
す
び
つ
き
を
こ
と
さ
ら
た
ち

切
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
幻
想
性
の
な
か
に
も
、
作
者
の
批
判
の
ひ

び
き
が
聞
き
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
中
二
階
の
あ
る
家
」
は
「
私
」
な
る
童
家
の
同
想
記
の
形
で

書
か
れ
て
い
る
。
チ
ェ

1
ホ
フ
の
作
品
で
は
物
語
は
し
ば
し
ば
一

人
稽
の
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
(
「
た
い
く
つ
な
生
活
」
「
妻
」
〉
。

と
き
に
は
物
語
の
主
要
な
部
分
が
特
定
の
語
り
手
に
よ
っ
て
俸
え

ら
れ
(
「
箱
の
な
か
の
男
」
、
「
す
ぐ
り
」
)
、
ま
た
作
品
の
な
か
に
主
人

公
の
日
記
や
手
記
が
お
り
こ
ま
れ
る
(
「
文
撃
の
教
師
」
、
「
手
紙
」
)
。

こ
れ
は
作
者
が
自
己
の
結
論
を
直
接
讃
者
に
語
る
こ
と
を
避
け
、

一
定
の
判
断
や
結
論
や
事
象
へ
の
評
債
を
作
中
の
人
物
に
語
ら
せ

る
た
め
で
あ
る
。

「
私
の
生
活
」
(
一
八
九
六
)
も
主
人
公
の
手
記
の
形
で
書
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
小
市
民
的
な
生
活
か
ら
す
で
に
ぬ
け
出
し
て
肉
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瞳
労
働
に
よ
っ
て
生
活
し
よ
う
と
決
意
し
た
主
人
公
ミ
サ
イ
ル
の

誠
賓
な
探
求
の
記
録
で
あ
る
。
外
面
的
に
は
彼
の
努
力
は
失
敗
に

お
わ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
ミ
サ
イ
ル
の
貫
現
し
よ
う
と
し
た
ト
ル

ス
ト
イ
的
理
想
お
よ
び
九

0
年
代
の
ナ
ロ

l
y
ニ
キ
的
理
想
が
批

判
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ッ
ト
の
中
心
的
な
流
れ
は
主
人
公
の
精
神

的
ド
ラ
マ
で
あ
る
が
、
小
説
の
内
面
的
構
成
は
複
雑
で
あ
る
。
主

人
公
の
立
場
か
ら
地
方
都
市
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
一
枇
曾
と
聾
師
プ
ラ

1
ゴ
グ
ォ
の
無
責
任
な
自
由
主
義
が
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
ミ
サ

イ
ル
の
行
動
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
現
賓
の
ま
え
に
無
力
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
マ

1
シ
ャ
の
語
る
意
見
も
彼
女
や
ミ
サ
イ

ル
の
生
活
の
指
導
原
則
と
は
な
ら
な
い
。
彼
女
は
ミ
サ
イ
ル
の
思

想
に
共
鳴
し
彼
と
結
婚
し
て
生
活
を
と
も
に
す
る
が
、
村
に
事
校

を
た
て
よ
う
と
し
て
、
粗
暴
な
農
民
た
ち
と
の
接
蝿
の
な
か
に
自

分
の
夢
を
や
ぶ
ら
れ
る
。
彼
女
の
語
る
こ
と
ば
に
こ
の
作
品
の
基

本
的
思
想
が
あ
る
。
彼
女
は
せ
ま
い
活
動
の
範
園
を
出
て
ひ
ろ
く

大
衆
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら

夫
婦
は
自
己
完
成
と
い
う
貼
で
は
多
く
の
進
歩
を
と
げ
た
が
、
そ

れ
は
ま
わ
り
の
者
の
生
活
に
な
ん
の
影
響
も
利
益
も
輿
え
て
い
な

い
。
無
智
や
不
潔
や
泥
酔
や
幼
児
の
高
い
死
亡
率
は
そ
の
ま
ま
の

こ
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
い
か
に
努
力
し
て
も
底
知
れ
ぬ
無
智
、
餓

(19 ) 

ぇ
、
寒
さ
、
堕
落
と
い
う
よ
う
な
、
抗
し
が
た
い
カ
の
ま
え
に
は

全
く
無
力
で
あ
る
。
も
っ
と
力
づ
よ
い
、
大
腸
な
方
法
、
直
接
大

衆
に
働
き
か
け
る
宜
俸
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
マ

I
シ
ャ
は
そ

の
よ
う
な
カ
を
萎
術
の
な
か
に
求
め
、
ミ
サ
イ
ル
と
別
か
れ
て
、

外
園
に
ゆ
く
。

し
か
し
讃
者
は
彼
女
が
か
つ
て
の
目
標
を
見
失
う
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
議
感
す
る
。
彼
女
は
ミ
サ
イ
ル
へ
の
別
か
れ
の
手
紙

の
な
か
で
、
自
分
に
必
要
な
の
は
自
由
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
熱

中
か
ら
の
自
由
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
ミ
サ
イ
ル
は
彼
女
の
去

っ
た
の
ち
も
生
活
の
あ
た
ら
し
い
原
則
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
ミ
サ
イ
ル
の
進
ん
だ
道
は
そ
の
動
機
の
純
粋
さ
に
も
か
か

わ
ら
ず
根
源
的
な
枇
曾
悪
と
の
妥
協
の
道
で
あ
り
、
彼
に
お
け
る

個
人
的
な
完
全
さ
の
追
求
と
い
う
も
の
が
町
の
一
部
の
人
々
を
不

安
に
し
、
一
部
の
人
々
の
心
を
打
っ
た
と
し
て
も
、
町
の
生
活
そ

の
も
の
を
す
こ
し
も
慶
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
小
説
が
主
人
公
の
つ
ぎ
の
行
動
に
つ
い
て
の
暗
示

を
あ
た
え
ず
、
孤
濁
な
、
誠
貫
な
反
抗
者
の
し
ず
か
な
諦
観
を
も

っ
て
お
わ
っ
て
い
る
の
は
作
者
の
抑
制
さ
れ
た
萎
術
的
節
度
の
結

果
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
ミ
サ
イ
ル
の
あ
た
ら
し
い
行
動
の
原

則
は
作
者
自
身
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
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し
て
い
る
。

「
私
の
生
活
」
の
な
か
で
は
明
確
に
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
資
本

と
労
働
と
の
問
題
は
「
往
診
中
の
で
き
ご
と
」
(
一
八
九
八
)
に
お

い
て
は
中
心
的
な
テ
1
7
と
な
っ
て
い
る
。
チ
ェ

1
ホ
フ
は
す
で

に
「
女
の
王
園
」
(
一
八
九
四
)
、
コ
二
年
」
(
一
八
九
五
)
で
こ
の
問

題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
彼
は
資
本
と
労
働
と

の
た
た
か
い
を
描
く
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
も
の
の
内
面
的
な
、

ふ
か
い
矛
盾
と
人
間
に
た
い
す
る
資
本
の
破
壊
的
な
力
を
示
し
て

い
る
。
主
人
公
た
ち
は
勢
働
者
で
は
な
く
、
資
本
家
、
あ
る
い
は

そ
の
相
績
者
で
あ
り
、
人
間
を
堕
落
さ
せ
る
資
本
の
力
を
自
分
自

身
の
上
に
感
じ
て
い
る
。
「
女
の
王
国
」
に
お
い
て
は
主
人
公
ア

ン
ナ
・
ア
キ
モ
グ
ナ
は
資
本
の
カ
を
の
が
れ
て
、
け
が
れ
の
な

い
、
あ
た
ら
し
い
生
活
を
し
よ
う
と
夢
想
す
る
が
、
彼
女
に
と
っ

て
そ
の
た
め
の
時
期
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
と
る
。

「
三
年
」
の
主
人
公
ラ
プ
チ
ェ
フ
は
自
分
た
ち
一
族
の
堕
落
の
き
ざ

し
に
気
づ
い
て
、
不
安
な
日
で
将
来
を
見
つ
め
て
い
る
。
「
往
診

中
の
で
き
ご
と
」
の
醤
師
コ
ロ
リ
ョ

l
フ
は
、
工
場
主
の
娘
の
不

眠
症
が
、
牢
獄
の
よ
う
な
工
場
で
働
く
労
働
者
た
ち
の
苦
し
み
の

上
に
生
活
す
る
自
分
の
不
自
然
な
立
場
に
た
い
す
る
、
彼
女
の
懐

疑
と
恐
怖
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
毅
見
し
、
彼
女
に
資
本
の
力
か

第三競第四十二巻一橋論叢

ら
の
が
れ
る
こ
と
を
す
す
め
、
五

O
年
後
の
人
間
の
明
る
く
美
し

い
生
活
に
つ
い
て
語
る
。
娘
は
心
の
や
す
ら
い
を
と
り
も
ど
し
、

生
き
る
希
望
を
あ
た
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
者
は
資
本
と
労
働
と
の
問
題
を
倫
理
的
な
側
面

か
ら
描
い
て
い
る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
チ
ェ

l
ホ
フ
は
マ

ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
が
、
九

0
年
代
の

労
働
運
動
に
た
い
し
て
け
っ
し
て
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
彼
は
資
本
家
の
横
暴
と
か
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と

か
い
う
形
で
問
題
を
と
り
あ
げ
て
は
い
な
い
。
彼
は
資
本
の
非
人

間
的
な
カ
に
た
い
す
る
、
資
本
の
持
ち
主
の
が
わ
か
ら
の
抵
抗
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
一
暦
ふ
か
く
問
題
の
本
質
に
せ
ま
っ
て
い

る
。
資
本
家
を
す
べ
て
悪
者
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の

な
か
の
誠
貫
な
人
間
の
憧
験
を
と
お
し
て
、
資
本
が
正
常
な
人
間

関
係
を
破
壊
し
て
ゆ
く
こ
と
の
恐
怖
を
描
く
の
で
あ
る
。

チ
且

1
ホ
フ
の
最
後
の
小
説
「
い
い
な
づ
け
」
(
一
九
O
三
)
に

お
い
て
は
、
古
い
生
活
を
す
て
て
、
未
来
の
な
か
に
は
い
っ
て
ゆ

く
若
い
娘
ナ
1
ヂ
ャ
の
意
識
の
殻
展
が
基
本
的
な
プ
ロ

y
ト
と
な

っ
て
い
る
。
彼
女
は
さ
き
に
述
べ
た
「
古
里
に
て
」
(
一
八
九
七
)

の
主
人
公
グ
ェ

l
ラ
と
く
ら
べ
て
と
り
わ
け
す
ぐ
れ
た
資
質
を
も

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
グ
ェ

l

ラ
は
お
そ
ら
く
自
分
ひ
と
り
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の
力
で
生
活
の
卑
俗
さ
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
あ

た
ら
し
い
生
活
へ
の
道
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
は

言
え
、
孤
濁
の
う
ち
に
苦
し
い
町
内
面
の
た
た
か
い
を
つ
づ
け
た
。

ナ
1
ヂ
ャ
は
毎
年
の
夏
を
彼
女
の
家
で
す
ご
す
た
め
に
来
る
サ
l

シ
ャ
の
導
き
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
の
卑
俗
さ
を
意
識
し
、
あ
か

る
い
未
来
へ
の
期
待
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
サ
I
シ
ャ
は
去
年
も

お
と
と
し
も
同
じ
よ
う
な
話
し
を
彼
女
に
き
か
せ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
ナ
1
ヂ
ャ
の
意
識
の
稜
展
は
お
そ
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
サ

1
シ
ャ
の
導
き
な
く
し
て
は
お
そ
ら
く
彼
女
は
古
い
生
活
を
す
て

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
グ
ェ

1
ラ
が
都
合
か
ら
古

里
の
村
に
踊
っ
た
と
き
、
彼
女
に
助
力
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
聞

は
そ
こ
に
は
い
な
か
っ
た
し
、
都
合
に
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
グ
ェ

l
ラ
と
ナ
l
ヂ
ャ
と
の
こ
の
賦
況
の
ち
が
い
は
二
つ
の

作
品
を
へ
だ
て
る
六
年
間
の
ロ
シ
ヤ
枇
舎
の
ち
が
い
で
あ
る
。
作

者
は
ナ
1
ヂ
ャ
を
、
そ
の
資
質
に
お
い
て
、
ヴ
ェ

1
ラ
と
同
じ
よ

う
な
娘
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
ち
が
い
を
示
し
て

い
る
。
物
語
の
な
か
に
は
、
ナ
1
ヂ
ャ
の
あ
た
ら
し
い
生
活
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
で
の
一
年
の
事
生
生
活
の
の
ち
夏
休
み
に
家
に

踊
っ
た
彼
女
が
母
親
に
語
る
言
葉
と
、
彼
女
の
出
畿
と
に
よ
っ
て

こ
の
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
は
完
結
し
て
い
る
@
こ
こ
で
は
卒
凡
な
ひ

と
り
の
娘
の
な
か
で
、
チ
ェ

1
ホ
フ
が
な
が
い
あ
い
だ
見
つ
め
て

き
た
、
あ
か
る
い
、
う
つ
く
し
い
未
来
の
勝
利
が
-
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
自
分
の
死
期
の
近
い
こ
と
を
議
感
し
つ
つ
書
か
れ

た
こ
の
作
品
の
明
る
さ
の
な
か
に
は
、
プ
1
シ
キ
ン
の
明
る
さ
を

思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
チ
ェ

1
ホ
フ
は
ナ
I

ヂ
ャ
の
あ
た
ら
し
い
生
活
と
思
想
の
具
種
的
内
容
に
づ
い
て
は
語

っ
て
い
な
い
。

ヴ
ェ
レ
サ
l

エ
フ
の
同
想
記
に
よ
れ
ば
、
彼
が
「
い
い
な
づ

け
」
の
校
正
刷
を
讃
ん
で
、
作
者
に
た
い
し
、
若
い
む
す
め
は
そ

の
よ
う
に
し
て
革
命
の
道
に
は
い
っ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
し
、

ナ
1
ヂ
ャ
の
よ
う
な
む
す
め
は
革
命
家
に
は
な
ら
な
い
と
語
っ
た

と
き
、
チ
ェ

1
ホ
フ
は
「
そ
こ
に
い
た
る
道
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
」
と
答
え
た
と
い
う
(
「
回
想
」
、
一
九
四
六
年
、
五

O
一
頁
)
。
こ

の
短
篇
小
説
の
現
行
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
主
人
公
が
革
命
の
道
に

は
い
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
の
、
な
ん
の
暗
示
も
な
い
。
グ
ェ

レ
サ
l
エ
フ
は
作
者
が
校
正
の
と
き
に
か
な
り
の
修
正
を
加
え
た

も
の
と
見
て
い
る
。
も
し
原
稿
に
お
い
て
ナ

I
ヂ
ャ
が
革
命
運
動

と
の
な
ん
ら
か
の
結
び
つ
き
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
こ
の
修
正
に
よ
っ
て
作
品
は
一
一
暦
た
か
い
事
術
性
を
も
っ
た
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こ
と
に
な
る
。
「
そ
こ
に
い
た
る
道
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」
と
い

う
チ
ェ

1
ホ
フ
の
こ
と
ば
は
そ
れ
自
身
と
し
て
正
し
い
と
し
て

も
、
ナ
1
ヂ
ャ
を
革
命
家
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
形
象

の
普
通
性
は
弱
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
基
本
的
思
想
は

ナ
1
ヂ
ャ
が
卒
九
な
む
す
め
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
一
暦
明
確
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

チ

ァ
1

ホ
フ
は
「
ニ

O
O年
か
三

O
O年
後
」
の
人
間
の
生
活

が
美
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
生

活
に
い
た
る
道
は
知
ら
な
か
っ
た
。
「
い
い
な
づ
け
」
に
お
い
て

こ
の
遣
が
示
さ
れ
、
革
命
へ
の
期
待
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う

若
干
の
批
評
家
た
ち
の
見
解
は
、
こ
の
作
品
が
一
九

O
五
年
の
革

命
前
夜
の
ロ
シ
ヤ
枇
舎
の
気
分
を
す
る
ど
く
反
映
し
て
い
る
か
ぎ

り
、
正
し
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
ひ
と
が
も
し
チ
ェ

1
ホ
フ
に
む

か
つ
て
美
し
い
未
来
の
生
活
に
い
た
る
道
を
た
ず
ね
た
な
ら
、
彼

は
「
知
ら
な
い
」
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ふ
た
た
び

「
そ
こ
に
い
た
る
道
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」
と
答
え
た
か
も
し
れ

な
い
。
チ
ェ

1
ホ
フ
を
直
ち
に
革
命
の
議
告
者
に
仕
立
て
る
こ
と

は
正
し
く
な
い
。

「
い
い
な
づ
け
」
は
チ
ェ

l
ホ
フ
自
身
と
彼
の
多
く
の
作
品
の

... 

主
人
公
た
ち
の
、
な
が
い
探
求
の
頂
鮎
で
あ
る
と
し
て
も
、
彼
の

す
べ
て
の
創
作
の
意
義
は
こ
の
探
求
の
過
程
そ
の
も
の
の
な
か

に
、
す
な
わ
ち
主
人
公
た
ち
に
よ
る
、
生
活
の
卑
俗
さ
と
の
た
た

か
い
、
生
活
の
あ
た
ら
し
い
債
値
の
創
造
の
、
く
る
し
い
努
力
の

な
か
に
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
た
ち
に
よ
る
、
自
分
の
、
ま
た
ま

わ
り
の
人
々
の
不
正
の
意
識
で
あ
り
、
「
こ
れ
以
上
こ
ん
な
生
活

は
で
き
な
い
」
と
い
う
白
畳
と
む
す
び
つ
い
た
、
未
来
へ
の
つ
よ

い
志
向
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
チ
ェ

1
ホ
フ
の
作
品
の

結
末
は
完
了
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
未
来
の
も
つ
、
無
限
の
可
能

性
と
未
来
へ
の
不
安
な
議
感
を
一
暗
示
し
て
い
る
。
「
も
う
す
こ
し

た
て
ば
解
決
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
議
感
、
「
お
わ

り
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
。
そ
し
て
も
っ
と
複
雑
な
、
も
っ
と
困
難
な

こ
と
は
や
っ
と
こ
れ
か
ら
は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
不

安
が
彼
の
作
品
の
結
末
で
あ
る
。
す
べ
て
こ
れ
は
、
ふ
る
い
理
想

が
失
わ
れ
、
あ
た
ら
し
い
理
想
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
、
一
九
世
紀

八
O

|
九

0
年
代
の
ロ
シ
ヤ
枇
舎
の
所
産
で
あ
り
、
反
映
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
生
活
が
卑
俗
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
か

ぎ
り
、
時
代
を
こ
え
た
、
普
遍
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

(
一
橋
大
準
教
授
)
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