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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
ン
主
義
文
撃
の
な
か
で
、
古
典
主
義
の
理

論
の
抽
象
性
、
非
歴
史
牲
に
た
い
す
る
反
動
と
し
て
生
ま
れ
た
、

文
拳
と
民
族
生
活
と
の
む
び
つ
き
の
思
想
、
一
般
に
民
族
的
な
も

の
へ
の
文
撃
の
閥
心
は
民
族
の
歴
史
的
過
去
の
理
想
化
を
媒
介
と

し
て
い
る
。
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
は
資
本
主
義
的
市
民
枇
舎
の
諸

僚
件
が
創
造
と
美
と
の
精
神
を
亡
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ

れ
に
中
世
の
家
父
長
的
生
活
の
諸
保
件
を
封
立
さ
せ
た
。
そ
し
て

中
世
に
は
萎
術
行
動
が
、
た
と
え
ば
歌
や
踊
り
を
と
も
な
う
祭
り

や
、
多
分
に
塞
術
的
な
要
素
を
も
っ
職
人
た
ち
の
労
働
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
一
枇
舎
生
活
の
歓
く
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
を
構
成
し

て
い
る
も
の
と
考
え
て
、
民
族
的
な
、
あ
る
い
は
園
民
的
な
詩
の

創
造
の
道
を
過
去
の
時
代
め
思
想
や
感
情
や
義
術
様
式
の
人
銭
的

な
復
活
の
な
か
に
求
め
た
の
で
、
こ
の
こ
と
は
彼
ら
に
よ
る
民
族

文
化
の
傍
統
の
擁
護
が
文
事
と
現
貫
の
闘
民
生
活
と
の
む
す
び
つ

き
を
弱
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
。

ロ
シ
ヤ
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
そ
の
後
期
の
ロ
マ
ン
主
義
に

つ
い
て
こ
の
共
通
の
現
象
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
園
の
文
撃
の
殻

蓬
過
程
は
園
民
性

(
g
g仏
国
。
浮
い
)
の
問
題
に
も
、
ほ
か
の
園
の

場
合
と
は
若
干
ち
が
っ
た
性
格
を
あ
た
え
て
い
る
。
ロ
.
シ
ヤ
の
反

封
建
的
な
運
動
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
を
は
た
し
た
の
が
貴
族

階
級
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
で
あ
り
、
こ
の
運
動
の
枇
曾
的
地

盤
を
提
供
し
た
も
の
が
農
民
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
と
、
さ
ら
に

ヨ
1

ロ
y

パ
諸
園
の
ロ
マ
ン
主
義
が
多
く
の
場
合
に
市
民
革
命
の

の
ち
に
生
ま
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
ロ
シ
ヤ
で
は
そ
れ
が
園

民
的
、
民
族
的
自
畳
の
昂
揚
期
に
成
立
し
、
ち
ょ
う
ど
カ
ル
ポ
ナ

j

リ
ズ
ム
や
り
ソ
ル
ヂ
メ
ン
ト
と
む
す
び
づ
い
た
イ
タ
リ
ヤ
・
ロ
マ
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ン
主
義
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
、
反
封
建
的
運
動
た
る
デ
カ
プ

リ
ス
ト
運
動
と
む
す
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
事
情
と
に
よ
っ
て
、

ロ
シ
ヤ
の
ロ
マ
ン
主
義
に
お
い
て
は
、
個
我
の
問
題
へ
の
闘
心
が

比
較
的
よ
わ
く
、
一
位
舎
的
な
問
題
へ
め
闘
心
が
づ
よ
く
現
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
ロ
シ
ヤ
で
は
園
民
性

の
問
題
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
文
撃
の
民
族
的
自
主
性
の
問
題
と

し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

一
八
二
六
年
以
後
の
政
治
的
反
動
期
に
は
、
文
撃
に
お
け
る
非

祉
舎
的
傾
向
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
成
長
の
た
め
の
保
件
が
つ
く
ら
れ

て
ゆ
く
が
、
一
方
で
は
追
放
の
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
文
撃
者
た
ち
の
活

動
が
つ
づ
け
ら
れ
、
ま
た
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
や
レ

l
ル
モ
ン
ト
フ
ら
の

若
い
作
家
が
ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
を
書
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
、

三

0
年
代
の
ロ
マ
ン
主
義
の
主
流
は
ま
だ
革
命
に
た
い
す
る
反
動

で
は
な
く
、
ニ
コ
ラ
イ
的
現
貫
に
た
い
す
る
抗
議
の
性
格
を
も
っ

て
い
た
。
四

0
年
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
ス
ラ
グ
主
義
的
ロ
マ
ン

主
義
が
形
成
さ
れ
て
、
こ
れ
が
す
で
に
退
潮
期
に
は
い
っ
た
ロ
シ

ャ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
主
流
と
な
っ
て
、
市
民
的
、
民
主
主
義
的
志

向
お
よ
び
枇
曾
主
義
的
志
向
に
た
い
す
る
抗
議
の
形
を
と
る
よ
う

に
な
る
。
し
か
し
ス
ラ
グ
主
義
者
は
主
観
的
に
は
ニ
コ
ラ
イ
一
世

邑‘ iv 
J 

の
政
治
を
も
農
奴
制
を
も
支
持
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

救
糟
の
道
を
過
去
へ
の
復
蹄
の
な
か
に
求
め
た
の
で
あ
る

u

十
九
世
紀
の
二

0
年
代
に
園
民
性
は
す
で
に
基
本
的
な
美
事
的

概
念
の
一
つ
と
な
っ
て
、
プ

1
シ
キ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
園
民

性
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、
園
民
性
を
要
求
し
た
り
、
園
民
性
の
歓

如
を
非
難
し
た
り
す
る
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
た
。
」
し
か
も
そ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
理
解
さ
れ
た
。

ロ
シ
ヤ
で
文
拳
の
国
民
性
に
つ
い
て
出
版
物
の
上
で
は
じ
め
て

語
っ
た
の
は
デ
カ
プ
リ
ス
ト
汲
の
詩
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
一
八
二

四
年
に
キ
ュ
ヘ
リ
ベ
ッ
ケ
ル
は
「
ム
ネ
モ
ジ
ナ
」
誌
上
で
白
由
な

園
民
的
な
詩
の
創
造
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
「
ロ
シ
ヤ
の
名
春

の
た
め
に
員
の
ロ
シ
ヤ
の
詩
が
創
造
さ
れ
る
。
ロ
シ
ヤ
は
市
民
的

世
界
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
精
紳
的
世
界
に
お
い
て
も
第

一
の
強
固
と
な
る
だ
ろ
う
!
父
祖
た
ち
の
信
仰
、
組
閣
の
習

慣
、
年
代
記
、
民
謡
と
民
話

i
l
こ
れ
ら
は
わ
が
文
撃
の
最
良
の
、

最
も
純
粋
な
、
最
も
確
貫
な
源
泉
で
あ
る
。
」
お
な
じ
よ
う
な
思

想
は
ベ
ス
ト
ゥ

I
ジ
ェ
フ
・
マ
ル
リ
ン
ス
キ
ー
に
も
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
(
「
一
八
一
一
四
年
度
お
よ
び
一
八
二
五
年
は
じ
め
の
ロ
シ
ヤ

文
準
」
)
。
彼
ら
は
文
撃
に
お
け
る
園
民
的
自
覚
と
民
族
的
自
主
性

ロ
シ
ヤ
の

、'
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を
要
求
し
、
古
典
主
義
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
!
?
の
文
撃
へ

の
、
ま
た
外
園
の
文
事
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
文
拳
へ
の
模
倣
の

志
向
に
た
い
す
る
批
剣
と
し
て
、
ロ
シ
ヤ
の
歴
史
的
過
去
|
|
文

化
的
遺
産
と
し
て
、
ま
た
取
材
の
源
泉
と
し
て
ー
ー
へ
の
闘
心
と

と
も
に
、
デ
カ
プ
リ
ス
ト
の
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
と
づ
い

た
、
形
式
、
内
容
、
普
及
に
お
け
る
文
撃
の
民
主
化
を
主
張
し
た
。

し
か
し
彼
ら
は
デ
カ
プ
リ
ズ
ム
の
思
想
を

p

媒
介
と
し
て
、
歴
史
の

な
か
に
例
外
的
な
英
雄
的
な
主
題
を
追
求
し
て
い
た
の
で
、
た
と

え
ば
プ
l

シ
キ
ン
の
「
エ
グ
ゲ
1
ニ
イ
・
オ
ネ
1
ギ
ン
」
の
第
一

・
章
が
出
版
さ
れ
た
と
き
に
こ
れ
を
そ
の
主
題
の
日
常
性
の
ゆ
え
に

非
難
し
た
ル
イ
レ

1
エ
フ
の
見
解
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

寓
貫
主
義
へ
の
直
接
の
志
向
を
も
た
な
か
っ
た
。

デ
カ
プ
リ
ス
ト
汲
に
近
い
グ
ィ
ヤ

l
ゼ
ム
ス
キ
ー
は
ロ
マ
ン
汲

の
宣
言
書
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
そ
の
「
出
版
者
と
古
典
作
家
と

の
封
話
」
、
(
一
八
二
四
〉
に
お
い
て
、
園
民
性
と
い
う
も
の
は
詩
撃

の
規
則
の
な
か
に
で
は
な
く
、
感
畳
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
園
民
性
、
地
域
性
の
刻
印
は
作
品
の
重
要
な
債
値
を
樽
成
す

る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

り
且
ボ
ム

1
ド
ル
イ
汲
の
グ
ェ
ネ
グ
ィ

l
チ
ノ
フ
は
園
民
性
の

ベ
り
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
圏
'
民
性
の
概
念

司、

理
解
を
さ
ら
に
護
展
き
せ
て
、
園
民
牲
が
、
あ
る
特
別
の
跡
匝
に

属
す
る
朕
景
の
な
か
に
反
映
す
る
の
で
は
な
く
:
一
つ
の
園
民
の

精
紳
に
よ
っ
て
生
き
る
詩
人
の
感
畳
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
い
わ

ば
詩
人
の
毅
展
、
成
長
.
個
性
の
な
か
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ

て
ぜ
園
民
性
の
概
念
を
園
民
的
習
慣
の
表
現
と
混
同
し
て
は
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
(
一
八
六
五
、
「
ポ
レ
グ
ォ
1

イ
の
オ
ネ
1
ギ
ン
諭
に

た
い
す
る
批
判
L
)
0

し
か
し
グ
ェ
ネ
ヴ
ィ

1
チ
ノ
フ
は
シ
ェ
リ
ン

グ
的
ロ
マ
ン
主
義
の
土
蓋
の
上
で
問
題
を
考
え
て
い
る
の
で
、
園

民
性
の
概
念
は
抽
象
的
な
「
囲
民
精
紳
」
の
わ
く
の
な
か
か
ら
出

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

プ
l
シ
キ
ン
は
一
八
二
四
年
ご
ろ
園
民
性
に
つ
い
て
の
短
い
文

章
を
書
い
た
。
こ
れ
は
彼
の
死
後
に
後
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
彼
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
洞
察
を
示
し
て

い
る
。
こ
こ
に
は
の
ち
に
ぺ

U
ン
ス
キ
ー
が
護
展
さ
せ
た
と
こ
ろ

の
い
く
つ
か
の
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
が
園
の
批
評
家
た

ち
の
一
部
の
者
は
園
民
性
は
組
園
の
歴
史
に
取
材
す
る
こ
と
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
他
の
者
は
国
民
性
を
こ

と
ば
の
な
か
に
見
て
、
ロ
シ
ヤ
語
が
話
さ
れ
ロ
シ
ヤ
式
の
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
喜
ん
で
い
る
。
し
か
し
《
オ
セ
ロ
》
や
《
ハ

、
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ム
レ
ッ
ト
》
を
書
い
た
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
そ
の
高
い
国
民
性
の

債
値
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ガ
や
カ
ル
デ

ロ
ン
は
地
球
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
舞
憂
を
移
動
さ
せ
、
イ
タ
リ

ヤ
の
小
説
や
フ
ラ
ン
ス
の
歌
物
語
に
自
分
の
悲
劇
の
題
材
を
求
め

て
い
る
。
ア
リ
オ
ス
ト
は
シ
ャ
ル
ル
マ

l

ニ
ュ
や
フ
ラ
ン
ス
の
騎

士
や
シ
ナ
の
皇
女
を
讃
え
て
い
る
し
、
ラ
シ

1
ヌ
の
悲
劇
は
古
代

史
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
す
べ
て
の
作
家
の

す
ぐ
れ
た
国
民
性
の
資
質
を
疑
う
こ
と
は
む
つ
か
し
い
だ
ろ
う

0

.
・
作
家
の
園
民
性
と
い
う
も
の
は
そ
の
同
国
人
に
よ
っ
て
の
み

完
全
に
等
重
さ
れ
る
が
、
他
の
者
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
か
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
棋
鮎
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
資
質
で
あ
る
。

:
・
気
候
、
政
治
形
態
-
信
仰
は
お
の
お
の
の
闇
民
に
特
殊
の
相

貌
を
あ
た
え
る
。
こ
れ
は
詩
の
鏡
の
な
か
に
多
か
れ
少
か
れ
反
映

す
る
。
考
え
方
や
感
じ
方
と
い
う
も
の
も
あ
る
し
、
一
つ
の
園
民

に
個
有
の
習
慣
や
信
仰
や
癖
と
い
う
も
の
も
津
山
あ
る
。
」
(
一
九

四
九
、
金
集
七
巻
、
吉
一
八
四
O
)
こ
の
文
一
章
の
中
心
的
な
思
想
は
国

民
性
と
い
う
も
の
は
園
民
の
個
性
の
表
現
で
あ
っ
て
、
作
家
が
外

園
の
生
活
に
取
材
し
た
場
合
に
も
、
そ
こ
に
園
民
の
個
性
が
表
現

5
札
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
潤
民
尚
で
あ
る
と
い
う
思
想
で
あ

えv 

旬《

j¥. 

る
。
ゴ
I
ゴ
リ
も
こ
れ
と
ほ
ぽ
お
な
じ
考
え
を
述
べ
て
い
る
〈
一

八
三
四
、
「
プ
1

シ
キ
ン
に
つ
い
て
の
敷
言
」
)
。

ス
ラ
ヴ
主
義
者
た
ち
は
文
筆
の
園
民
性
の
問
題
に
お
い
て
、

シ
ヤ
の
歴
史
的
進
路
の
濁
自
性
と
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世

ω
改
革
以
前

の
中
世
的
ロ
シ
ヤ
の
理
想
化
か
ら
出
殺
し
て
、
文
皐
の
民
族
的
濁

自
性
の
理
念
を
主
張
し
た
。
そ
れ
は
第
一
に
古
代
ロ
シ
ヤ
文
撃
の

作
品
の
最
大
限
の
利
用
、
他
民
族
の
文
化
か
ら
の
隔
絶
.
第
二
に

ロ
シ
ヤ
の
農
民
意
識
の
特
徴
と
民
衆
生
活
と
の
理
想
化
と
い
う
形

を
と
っ
た
。
こ
れ
は
貫
際
に
は
ロ
シ
ヤ
の
進
歩
、
園
民
の
啓
蒙
と

園
民
生
活
の
改
善
の
道
を
と
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ヤ
・
ロ
マ

ン
主
義
が
そ
の
園
民
性
の
追
求
に
お
い
て
園
民
生
活
と
の
現
質
的

な
む
す
び
つ
き
を
失
う
の
は
こ
の
ス
ラ
グ
主
義
の
段
階
に
お
い
て

で
あ
る
。

ペ
リ
ン
ズ
キ
1
に
お
け
る
園
民
性
の
概
念
は
初
期
ロ
マ
ン
主
義

者
の
見
解
を
殻
展
さ
せ
つ
つ
、
プ

1
シ
キ
ン
、
ゴ

1
ゴ
リ
の
作
品

を
は
じ
め
と
す
る
ロ
シ
ヤ
文
準
の
成
果
の
上
に
、
ま
た
こ
の
問
題

を
め
ぐ
る
ス
ラ
ヴ
主
義
者
と
の
論
争
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
、
彼
の

文
拳
理
論
の
一
中
心
的
な
原
則
と
な
る
。
彼
は
ロ
マ
ン
主
義
を
外
園

か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ロ
シ
ヤ
の
文
化
意
識
の
殺 ロ

64() 
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，、

百"、

展
の
一
段
階
と
し
て
歴
史
的
な
必
然
性

f
も
引
た
も
b
と
奪
え
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ジ
ュ
コ
I
ア
ス
キ
ー
を
、
ロ
シ
ヤ
に
ロ
マ
ン
主

義
を
導
入
し
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
な
か
に
優
美
な
も
の
の
感
畳
を
育
て

た
詩
人
と
し
て
、
高
く
評
慎
し
、
「
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
の
要
素
な

く
し
て
は
現
代
の
い
か
な
る
詩
も
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
(
一
八
四
一
一
、
「
一
八
四
一
年
の

?
v
ヤ
文
拳
」
)
。
四

0
年
代
に
な

っ
て
彼
が
批
判
す
る
の
は
現
賓
と
の
分
裂
を
来
し
、
生
活
の
そ
と

に
生
き
よ
う
と
し
て
、
生
活
へ
の
創
造
的
態
度
を
失
っ
た
と
彼
が

見
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
ス
ラ
グ
主
義
的
ロ
マ
ン
主
義
と
町
人
的

!
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
る
。

ナ
デ
l
ジ
ヂ
ン
の
反
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
想
の
つ
よ
い
影
響
の

も
と
に
書
か
れ
た
、
そ
の
最
初
の
論
文
「
文
準
的
空
想
」
(
一
八
一
一
一

回
)
に
お
い
て
、
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
、
ナ
デ
l
ジ
ヂ
ン
と
と
も
に
、

古
喚
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
と
の
統
一
か
ら
あ
た
ら
し
い
文
拳
が
生

ま
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
が
、
ロ
マ
ン
主
義
を
反
美
撃
的
現

象
と
し
て
の
み
見
る
ナ
デ
1
ジ
ヂ
ン
の
立
場
の
抽
象
性
に
は
同
意

し
な
い
。
こ
こ
で
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
園
民
性
を
園
民
的
相
貌
の
特

徴
、
間
民
精
神
お
よ
び
園
民
生
活
の
タ
イ
プ
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
者
に
よ
る
定
義
と
あ
ま
り
ち
が
わ
な
い
。
し

l' 

，'''' 

が
し
ロ
シ
ヤ
文
撃
に
お
け
る
闘
民
性
の
現
わ
れ
を
具
間
的
に
分
析

す
る
揚
合
に
は
、
彼
は
「
ロ
シ
ヤ
生
活
の
朕
景
の
描
寓
の
良
質

さ
」
の
な
か
に
そ
れ
を
求
め
る
。
っ
、
ぎ
の
年
に
は
彼
に
よ
ろ
闇
民

性
の
理
解
は
よ
り
明
確
な
形
を
と
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
園
民
の
生
活

は
自
己
の
個
有
の
形
式
の
な
か
に
現
わ
れ
る
ー
ー
ー
し
た
が
っ
て
、

も
し
生
活
の
描
寓
が
正
し
け
れ
ば
-
そ
れ
は
ま
た
園
民
的
で
あ

る
」
(
「
ロ
シ
ヤ
の
中
編
小
説
と
ゴ
l

ゴ
リ
氏
の
中
編
小
説
」
)
。

ハ一一〉

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
の
ペ
リ
ン
ス
キ
ー

の
批
評
論
文
は
多
く
の
矛
盾
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
現
貫

的
な
も
の
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
思
想
と
現
貫
の
非
合
理
牲
を
描

き
出
し
て
い
る
作
品
に
た
い
す
る
高
い
評
債
と
が
共
存
し
て
い

る
。
「
文
率
的
空
想
」
の
な
か
で
彼
は
萎
術
が
自
己
の
ほ
か
に
目

的
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
思
想
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文

の
中
心
的
思
想
の
一
つ
は
馨
術
が
「
時
代
と
園
民
の
反
映
」
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
萎
術
は
生
活
を
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
で
描

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
詩
人
は

生
活
の
す
べ
て
の
聞
い
に
こ
だ
ま
の
よ
う
に
こ
た
え
て
、
作
品
の

な
か
阿
川
す
べ
て
を
正
し
く
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
さ

ら
に
お
の
お
の
の
民
族
は
人
類
の
生
活
の
な
ん
ら
か
の
側
面
を
表

(J41 
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現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
文
拳
は
園
民
精
神
の
表
現
者
と
し

て
世
界
文
化
の
な
か
に
自
己
の
民
族
の
歴
史
的
意
義
を
顕
現
す
る

た
め
の
大
き
な
使
命
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ぺ
リ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
理
想
の
文
撃
は
園
民
の
精
神
生
活
、

自
己
意
識
の
表
現
で
あ
り
、
象
徴
で
あ
る
よ
う
な
文
拳
で
あ
る

が
、
過
去
お
よ
び
現
在
の
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
棋
陪
の
原
因
は
枇
舎
と

園
民
と
の
分
裂
に
あ
る
。
彼
は
一
枇
曾
を
国
民
と
直
別
す
る
。
一
位
曾

と
は
も
っ
と
も
教
養
あ
る
人
々
の
え
ら
ば
れ
た
集
圏
で
あ
り
、
上

層
の
諸
階
級
で
あ
る
。
園
民
は
住
民
の
そ
の
他
の
屠
で
あ
る
。
ピ

a
l
ト
ル
一
世
の
改
革
の
結
果
と
し
て
園
民
と
一
位
舎
と
は
た
が
い

に
ひ
き
は
な
さ
れ
て
、
別
々
の
方
向
に
す
す
ん
だ
。
園
民
は
む
か

し
か
ら
の
そ
の
粗
野
な
、
学
ば
野
撞
な
生
活
と
自
己
の
く
ら
い
歌

と
を
保
持
し
つ
づ
け
た
が
、
一
畦
舎
は
い
ち
じ
る
し
い
慶
化
を
と

げ
、
外
国
の
模
倣
に
熱
中
し
、
す
べ
て
の
ロ
シ
ヤ
的
な
も
の
を
わ

す
れ
、
ロ
シ
ヤ
語
で
話
す
こ
と
を
さ
え
わ
す
れ
た
。
ロ
シ
ヤ
文
撃

は
園
民
の
自
己
意
識
、
閤
民
精
紳
の
表
現
で
は
な
く
、
一
畦
舎
の
上

暦
の
一
一
部
の
利
益
に
の
み
奉
仕
し
だ
。
園
民
大
衆
は
ロ
シ
ヤ
の
作

家
た
ち
を
知
ら
ず
、
作
家
も
ま
た
園
民
に
と
っ
て
ゆ
か
り
の
な
い

も
の
で
あ
っ
花
。
「
文
準
的
空
想
L

に
お
け
る
「
わ
が
閣
に
文
事

54 

ノ

、号

"' 

は
な
い
」
と
い
う
ぺ
リ
シ
ス
キ
1
の
結
論
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断

か
ら
出
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
結
論
は
彼
が
お
な
じ
論
文
の
な
か

で
デ
ル
ジ
ャ

l
グ
ィ
ン
、
ク
ル
イ
ロ
フ
、
グ
リ
ボ
エ

l
ド
フ
、
プ

ー
シ
キ
ン
の
創
作
に
大
き
な
意
義
を
あ
た
え
て
い
る
こ
と
と
矛
盾

す
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
作
家
の
出
現
を
偶
然
的
な
現
象
と
見
て
い

る
。
し
か
し
そ
の
後
の
論
文
で
は
彼
は
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
後
遺
過
程

の
合
法
則
性
を
み
と
め
、
ロ
シ
ヤ
文
撃
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
プ

1
シ
キ
ン
の
創
作
を
通
じ
て
、
外
園
文
事
へ
の
模
倣
を
克
服
し
、

そ
の
園
民
的
自
己
意
識
を
表
現
す
る
濁
自
の
文
撃
を
す
で
に
も
っ

て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

一
舷
舎
に
封
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
園
民
は
階
級
的
な
概
念
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
文
撃
が

直
接
に
園
民
自
身
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
考
え
な

い
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
彼
は
口
俸
文
皐
に
は
限
定
的
な
債
値

し
か
あ
た
え
て
い
な
い
。
彼
は
作
家
が
圏
民
的
で
あ
る
た
め
に
は

現
貫
を
正
し
く
描
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
二
の
た
め
に
は
作
家

が
園
民
の
生
活
白
園
民
の
立
場
に
近
づ
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
園
民

と
一
世
舎
と
の
む
す
び
つ
き
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ

は
作
家
の
主
観
性
の
問
題
、
文
拳
の
思
想
性
の
問
題
と
欄
係
を
も

642 
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っ
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
.
ぺ
H
J

ン
え
キ
1
の
最
初
の
論
文

の
な
か
で
、
の
ち
に
彼
の
文
事
理
論
の
基
本
的
な
要
素
と
な
る
園

民
性
、
現
貫
性
、
思
想
性
の
三
つ
の
原
則
が
、
い
く
つ
か
の
矛
盾

を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
初
源
的
な
形
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

の
問
題
を
彼
は
二
つ
の
面
か
ら
見
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
第
一
に

ロ
シ
ヤ
交
撃
は
プ

1
シ
キ
ン
の
創
作
を
通
じ
て
こ
れ
を
す
で
に
解

決
し
て
い
る
。
第
二
に
模
倣
は
過
去
の
ロ
シ
ヤ
文
撃
に
と
っ
て
必

要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
プ

1
シ
キ
ン
は
一
八
一
二
年

の
戦
争
の
勝
利
に
つ
づ
く
園
民
の
民
族
的
な
誇
り
と
自
費
、
民
主

的
な
志
向
の
高
揚
と
人
間
愛
の
精
一
紳
を
表
現
し
、
ま
た
そ
の
た
め

の
、
言
葉
を
も
ふ
く
め
た
、
ロ
シ
ヤ
的
な
、
調
自
の
形
式
を
完
成

5S 

彼
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
プ

1
シ
キ
ン
、
ゴ

1
ゴ
リ
の
創
作
活
動

の
成
果
の
上
に
立
っ
て
、
自
己
の
文
拳
理
論
を
う
ち
た
て
た
の
で

あ
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
彼
が
す
で
に
一
八
三
四
年
の
論
文

で
自
己
の
文
皐
理
論
の
原
則
的
な
問
題
を
と
り
あ
げ
、
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
こ
ろ
す
で
に
プ

l
シ
キ
ン
の
創
作
の
な
か
で
こ
れ
ら
の

問
題
が
提
出
さ
れ
、
基
本
的
に
解
決
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
闘
係
が

あ
る
。
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
そ
の
後
の
諸
論
文
を
通
し
て
、
こ
れ
ら

の
原
則
に
最
大
限
の
民
主
主
義
的
な
内
容
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
の
文
事
批
評
の
規
準
、
文
事
史
の
盟
系
、
寝
貫
主
義

の
文
拳
理
論
を
き
ず
い
て
行
っ
た
。

ロ
マ
ン
主
義
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
文
事
の
民
族
的
自
主
性

の
問
題
は
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
な
に
よ
り
も
ま
ず
国
民
精
神

の
表
現
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
、
模
倣
性
の
克
服
の
問
題
は
彼

の
園
民
性
の
概
念
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
で
は
な
い
。
模
倣
性

-643 

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
今
日
で
も
プ

1
シ
キ
ン
の
作
品
の

理
解
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ベ
リ
ン
ス
キ

ー
は
ロ
シ
ヤ
文
撃
に
冶
っ
て
形
式
の
模
倣
を
歴
史
的
に
必
要
な
段

階
と
考
え
、
し
ば
し
ば
十
八
世
紀
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
模
倣
的
性
格
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ヤ
文
撃
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
撃
か
ら
そ
の
形
式
を
借
り
て
こ
れ
を
ロ
シ
ヤ
的
内
容
と
む

す
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
ピ
ョ

1
ト
ル
の
改
革
以
後
の
文

拳
の
殻
透
過
程
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
プ

1

シ
キ
ン
の

創
作
に
よ
っ
て
ロ
シ
ヤ
文
皐
は
異
に
ロ
シ
ヤ
的
な
内
容
と
形
式
」

を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
園
の
文
撃
も
そ
の
歴
史

的
後
展
の
一
定
の
段
階
に
後
生
す
る
が
、
そ
れ
が
直
接
に
口
惇
文

一〈
V
U
J
ス
キ
ー
に
お
け
る
酒
民
性
の
概
念
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拳
か
ら
成
長
す
る
揚
合
と
、
形
式
と
方
法
を
他
園
の
文
事
か
ら
借

り
る
場
合
と
が
あ
り
、
ロ
シ
ヤ
文
拳
は
こ
の
第
二
の
過
程
を
た
ど

っ
た
。
「
ロ
シ
ヤ
文
撃
が
ほ
か
の
す
べ
て
の
文
撃
と
異
っ
て
い
る

貼
は
、
そ
れ
が
濁
自
的
に
、
か
っ
園
民
生
活
の
地
盤
か
ら
直
接
に

費
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
急
激
な
一
位
曾
的
改
革
の
結
果
で
あ

り
、
人
魚
的
な
移
植
の
果
貫
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
ロ
シ
ヤ
文
撃
は
最
初
に
お
い
て
模
倣
的
な
、
修
融
拳
的

な
も
の
で
あ
り
、
内
容
の
貧
し
い
、
生
命
力
の
と
ぼ
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
:
:
:
し
か
し
ピ
ョ

l
ト
ル
大
帝
の
人
魚
的
改
革
の
生
命

力
に
あ
ふ
れ
た
、
ゆ
た
か
な
成
果
は
ほ
か
の
領
域
に
お
け
る
よ
り

も
文
拳
の
領
域
に
お
い
て
も
っ
と
も
い
ち
じ
る
し
く
現
れ
た
。
」

(
一
八
回
二
、
「
文
拳
と
い
う
誇
の
一
般
的
意
設
」
)
そ
し
て
、
ペ
リ
ン

ス
キ
ー
は
こ
の
こ
と
は
ヨ

l

ロ
y

パ
に
お
け
る
ロ
シ
ヤ
の
展
史

的
、
地
理
的
位
置
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
ロ
シ
ヤ
民

族
の
、
外
園
文
化
を
と
り
い
れ
る
す
ぐ
れ
た
掻
取
能
力
に
よ
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
啓
蒙
の
必
要
を
確
信
し
て
い
た
ペ
リ
ン
ス
キ

ー
が
、
民
族
文
化
の
閉
鎖
性
と
孤
立
化
を
志
向
す
る
ス
ラ
グ
主
義

者
と
の
論
争
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
く
り
返
し
主
張
し
な
け
れ
ば

f

t

〆
伊

ゐ
帳
、

」

事

礼

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
晩
年
の

論
文
に
お
い
て
も
彼
は
、
外
園
文
化
を
と
り
い
れ
る
こ
と
が
ロ
シ

ヤ
文
化
の
民
族
性
を
そ
こ
な
う
と
主
張
す
る
ス
ラ
グ
主
義
者
の
見

解
を
批
判
し
て
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
強
大
な
民
族
が
前
代
お
よ

び
ま
わ
り
の
民
族
の
文
化
を
借
用
し
、
と
り
い
れ
て
、
す
こ
し
も

自
己
の
民
族
性
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
、
自
己
の
文
化
を
完
成
し

て
き
た
こ
と
を
立
讃
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
も
と
も
と
人
間
的
な
も
の
と
民
族
的
な
も
の
と
の
た
た
か
い
と

い
う
も
の
は
修
辞
拳
上
の
比
喰
的
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
賓
際
に
は

そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
一
つ
の
園
民
の
進
歩
が
他
の
園
民
か

ら
の
借
用
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
進
歩
は
民
族

的
に
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
進
歩
は
な
い
。
」

(
一
八
四
七
、
「
「
八
四
六
年
の
ロ
シ
ヤ
丈
拳
叡
」
)
こ
の
こ
と
は
正
し

い
。
し
か
し
、
外
園
文
化
を
自
主
的
に
と
り
い
れ
る
こ
と
と
模
倣

と
は
随
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ピ
ョ

1
ト
ル
以

後
プ
l

シ
キ
ン
に
い
た
る
ま
で
の
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
歴
史
を
も
っ
ぱ

ら
模
倣
の
歴
史
と
し
て
の
み
見
る
ペ
リ
ン
.
ス
キ

1
の
見
解
は
文
学

史
の
事
貫
と
一
致
し
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
護
術
の
形
式
と
内
容

と
の
統
一
に
つ
い
て
の
、
ま
た
十
八
世
紀
の
若
干
の
作
家
の
意
義

6U 
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に
つ
い
て
の
、
彼
自
身
の
見
解
と
も
矛
盾
す
る
。
だ
が
そ
の
後
も

彼
は
十
八
世
紀
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
模
倣
的
性
格
に
つ
い
て
の
自
己
の

見
解
を
費
え
な
か
っ
た
。

ス
ラ
ヴ
主
義
者
や
プ
ル
ガ
l
リ
ン
、
ポ
ゴ

l
ヂ
ン
ら
の
い
わ
ゆ

る
「
町
人
的
ロ
マ
ン
主
義
者
一
は
園
民
性
を
も
っ
ぱ
ら
民
族
的
な

規
準
と
し
て
、
い
わ
ば
内
側
か
ら
の
エ
ク
ゾ
チ
ズ
ム
と
し
て
、
ま

た
ロ
シ
ヤ
園
民
の
お
く
れ
た
意
識
、
庶
民
性
(
官
。
明
言
ロ

pgaga

聞
こ
)
と
し
て
理
解
し
た
。
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
園
民
性
と
庶
民
性
と

の
こ
の
よ
う
な
混
同
に
つ
ね
に
反
封
し
て
い
る
。
す
で
に
「
文
率

的
空
想
」
の
な
か
で
彼
は
デ
ル
ジ
ャ

l
グ
ィ
ン
の
作
品
の
特
質
が

そ
の
園
民
性
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
こ
の
園
民
性
と
は
百

57 

姓
言
葉
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
も
な
く
、
民
謡
や
民
話
の
調
子
を

む
り
に
ま
ね
る
こ
と
で
も
な
く
、
ロ
シ
ヤ
的
知
性
の
曲
折
や
ロ
シ

ヤ
的
な
も
の
の
見
方
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

一
八
三
六
年
の
論
文
で
は
彼
は
園
民
性
を
園
民
の
個
性
、
園
民

生
活
の
精
一
脚
の
表
現
と
し
て
規
定
し
、
「
詩
人
は
才
能
を
も
ち
、

異
の
詩
人
で
あ
る
な
ら
、
園
民
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
詩
人
は
人
間
一
般

フ
ラ
ン
ス
人
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ

で
あ
る
ま
え
に
、

ロ
シ
ヤ
人
、

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
図
民
性
の
紙
念

ヘ

ルょが

人
で
あ
り
、
自
己
の
枇
舎
の
濁
自
の
諸
僚
件
、
濁
自
の
生
活
的
、

文
化
的
俸
統
の
な
か
に
そ
だ
ち
、
自
分
の
租
園
を
愛
し
、
組
園
と

喜
び
ゃ
悲
し
み
を
分
か
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
そ
の
詩

人
の
作
品
の
な
か
に
、
彼
の
個
性
が
反
映
す
る
以
上
は
、
そ
こ
に

彼
の
園
民
性
が
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
だ
が
才

能
な
く
し
て
、
し
か
も
園
民
的
で
あ
ろ
う
と
慾
す
る
者
は
つ
ね
に

庶
民
的
な
、
月
並
な
詩
人
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
園
民
の
下
居

の
あ
ら
ゆ
る
、
い
と
う
べ
き
紋
景
を
、
居
酒
屋

4

庚
場
、
百
姓
小

屋
|
|
一
言
で
言
え
ば
、
賎
民
た
ち
の
醜
悪
な
朕
長
を
正
確
に
描

く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
け
っ
し
て
園
民
の
生
活
を
と
ら
え
る
こ
と

も
な
く
、
園
民
の
詩
情
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

(
「
テ
レ
ス
コ
ー
プ
誌
護
行
者
へ
の
報
告
」
)

こ
こ
に
は
園
民
生
活
の
最
も
本
質
的
な
も
の
の
描
寝
に
つ
い
て

の
、
彼
の
文
事
理
論
の
中
心
的
な
要
求
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
彼

が
プ

1
シ
キ
ン
を
園
民
的
、
民
族
的
詩
人
と
み
と
め
る
の
は
こ
の

詩
人
が
園
民
の
思
想
と
感
情
、
園
民
生
活
の
精
神
を
表
現
し
、
民

族
の
教
養
あ
る
階
級
の
最
良
の
代
表
者
が
意
識
し
は
じ
め
た
園
民

の
歴
史
的
使
命
を
表
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
l

シ
キ
ン
が
オ
ネ

1
ギ
ン
を
自
己
の
代
表
的
な
作
品
の
主
人
公
に
え
ら
ん
だ
の
は
、
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こ
の
よ
う
な
先
進
的
貴
族
の
形
象
を
ワ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
時
代
の
最
も
本
質
的
な
問
題
を
提
起
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

民
族
詩
人
は
自
己
の
作
品
の
な
か
に
園
民
大
衆
を
そ
の
代
表
者
と

す
る
と
こ
ろ
の
基
本
的
な
、
不
偏
の
、
規
定
し
が
た
い
、
賓
瞳
的

な
自
然
カ
を
も
、
民
族
の
最
も
数
養
あ
る
階
級
の
生
活
の
な
か
に

殻
展
し
た
と
こ
ろ
の
こ
の
貫
瞳
的
自
然
力
の
一
定
の
意
義
を
も
表

現
す
る
。
民
族
詩
人
た
る
こ
と
は
|
|
偉
大
な
事
業
で
あ
る
!
」

(
一
八
四
四
、
「
プ
1

シ
キ
ン
論
」
第
五
論
文
)

右
に
引
用
し
た
文
章
に
直
接
先
立
つ
部
分
で
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
ぺ
て
い
る
。
「
・
:
:
そ
の
ゆ
え
に
す
べ
て
の
人
が
プ

l

シ
キ

ン
を
ロ
シ
ヤ
の
民
族
的
、
園
民
的
詩
人
と
稽
す
る
の
で
あ
る
。
.

・
:
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
れ
は
字
分
だ
け
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

国
民
詩
人
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
人
が
自
己
の
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
を

知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
園
民
全
慣
が
知
っ
て
い
る
詩
人
で
あ
る
。

民
族
詩
人
は
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
人
が
ゲ
l
テ
と
シ
ラ
ー
を
知
っ

て
い
る
よ
う
に
、
い
く
ら
か
で
も
教
養
の
あ
る
す
べ
て
の
階
級
が

知
っ
て
い
る
詩
人
で
あ
る
。
わ
が
園
民
は
自
己
の
詩
人
を
一
人
と

し
て
知
ら
な
い
・
:
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

プ

1
シ
キ
ン
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
恒
シ
ヤ
の
詩
〈
に
せ

V 
~r 

ょ
、
こ
れ
に
《
園
民
的
》
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
こ
と
は
こ
っ

け
い
で
あ
ろ
う
よ
こ
こ
で
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
は
プ

1
シ
キ
ン
の
創

作
の
本
質
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
ま

ず
ロ
シ
ヤ
園
民
の
貧
困
、
無
智
、
文
盲
の
状
態
の
克
服
の
必
要
に

つ
い
て
、
圏
一
民
文
率
が
園
民
的
な
も
の
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の

客
髄
的
保
件
を
つ
く
る
こ
と
の
必
要
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。し

か
し
園
民
性

(
E
g仏
g
丘
む
と
民
族
性

(
E
Z
o
gぷ
目
。
与
む

と
の
あ
い
だ
の
概
念
上
の
直
別
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
こ
の
こ
と

の
ほ
か
に
も
う
一
づ
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
こ
⑤
二
つ
の

概
念
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
皐
の
園
民
性
を
民
族
的

規
準
と
し
て
、
ま
た
庶
民
性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
ス
ラ
グ
主
義

者
の
立
場
を
打
破
す
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
立
場
を
打
破
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
園
民
性
の
概
念
に
あ
た
ら
し
い
内
容
、
す
な
わ
ち
民
衆

性
あ
る
い
は
人
民
性
と
も
い
う
べ
き
要
素
を
み
ち
び
き
い
れ
る
こ

と
を
必
要
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
園
民
性
の
概
念
に
お

け
る
こ
の
護
展
は
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
一
八
四

O
年
以
後
の
彼

の
思
想
的
後
展
の
あ
た
ら
し
い
段
階
に
お
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
が

こ
の
間
題
に
づ
い
て
北
じ
め
て
書
く
の
は
一
八
四
一
年
の
論
文

646 
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〆

「
ゴ
リ
コ
フ
著
《
ピ
ョ

l
ト
ル
大
帝
の
事
業
》
に
た
い
す
る
書

評
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
園
民
性
と
民
族
性
と
の
閥
係
は
い
わ
ば
種
と
類

と
の
関
係
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
、
民
族
は
園
家
の
あ
ら
ゆ
る

身
分
の
穂
計
で
あ
り
、
園
民
は
国
家
の
ひ
く
い
暦
で
あ
る
。
闇
民

は
全
鵠
と
し
て
民
族
を
構
成
し
な
い
が
、
民
族
の
概
念
の
な
か
に

は
園
民
も
ふ
く
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
キ
ル
シ
ャ
・
ダ
ニ
ロ
フ
の
民

謡
集
は
、
園
民
の
す
べ
て
の
屠
に
う
け
い
れ
ら
れ
弓
ゆ
え
に
、
園

民
的
で
あ
る
が
、
プ

1
シ
キ
ン
の
詩
は
、
枇
舎
の
最
も
教
養
あ
る

暦
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
、
民
族
的
な
作
品
で
あ
る
。
園

民
性
は
静
的
な
概
念
で
あ
り
、
民
族
性
は
動
的
な
概
念
で
あ
る
。

園
民
性
は
民
族
性
の
最
初
の
モ
ー
メ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の

現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
園
民
性
の
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
は
民
族
性
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
民
族
は

可
能
性
の
な
か
に
あ
る
が
、
現
貫
の
な
か
に
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

民
族
性
と
園
民
の
貫
瞳
と
は
お
な
じ
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
貫

、
韓
は
ま
だ
自
己
を
規
定
し
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
規
定
の
可
能
性

を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
民
族
性
は
園
民
の
す

べ
て
の
精
神
力
の
穂
計
で
あ
り
、
園
民
の
歴
史
は
園
民
の
民
族
性

c59 

ベ
リ
ン
ス
キ
J
に

F

お
け
る
濁
民
性
の
続
念

、

の
果
貫
で
あ
る
。
庶
民
的
な
さ
ま
ざ
な
要
素
も
こ
れ
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
。

一
八
四

O
年
の
す
え
に
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
ポ
ト
キ
ン
に
あ
て
た

手
紙
の
な
か
で
現
貫
と
の
和
解
の
克
服
に
つ
い
て
語
り
、
否
定
の

理
念
の
推
進
を
真
理
へ
の
第
一
歩
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
あ

く
る
年
の
九
月
に
は
枇
曾
主
義
へ
の
改
宗
に
つ
い
て
語
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
ロ
シ
ヤ
的
農
民
的
一
世
舎
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の

彼
に
よ
る
園
民
性
の
理
解
の
中
心
に
あ
っ
た
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
園

民
精
神
の
表
現
と
し
て
の
文
撃
の
民
族
的
個
性
の
規
準
で
あ
っ
た

が
、
い
ま
で
は
こ
れ
と
と
も
に
文
撃
の
全
人
類
的
内
容
が
重
硯
さ

れ
る
。
こ
れ
は
ス
ラ
グ
主
義
の
民
族
的
閉
鎖
性
に
た
い
す
る
批
判

を
ふ
く
む
と
同
時
に
ロ
シ
ヤ
の
農
奴
制
的
現
貫
に
た
い
す
る
否
定

を
意
味
す
る
。
ま
え
に
は
彼
は
「
園
民
の
生
活
が
濁
自
的
な
も
の

で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
世
界
史
に
お
け
る
そ
の
役
割
は
貴
重
で
あ

る
」
と
書
い
た
が
、
い
ま
で
は
「
園
民
の
生
活
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
理
念
が
一
面
的
で
、
排
他
的
で
、
隈
定
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
か
か
る
園
民
は
人
類
の
代
表
者
と
稽
せ
ら
い
れ
る
こ
と
が
よ
り

少
い
」
と
書
く
。
園
民
性
の
規
準
は
よ
り
具
種
的
な
、
民
主
主
義

的
な
内
容
を
も
う
こ
と
に
な
る
。
「
文
撃
的
空
想
」
の
な
か
で
出
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さ
れ
た
園
民
的
文
化
と
人
類
の
文
化
と
の
む
す
び
つ
き
の
問
題
は

あ
た
ら
し
い
形
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
ロ
シ
ヤ
園
民
詩
論
」
(
一
八
四
一
)
の
第
一
論
文
の
な
か
で
、

彼
は
園
民
性
を
「
全
人
類
的
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の
「
一
般

的
な
も
の
」
に
封
立
さ
せ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
全
人
類
的
な
も

の
と
は
、
「
普
遍
的
な
関
心
を
構
成
し
、
す
べ
て
の
者
の
心
を
と

ら
え
る
も
の
、
す
べ
て
の
者
の
な
か
に
反
響
を
よ
び
お
こ
し
、
す

べ
て
の
者
の
行
動
の
見
え
ざ
る
こ
と
と
し
て
役
立
つ
も
の
」
で
あ

る
。
文
撃
に
お
け
る
組
園
愛
の
思
想
は
す
で
に
十
八
世
紀
の
作

家
、
と
り
わ
け
ラ
ヂ
1
シ
チ
ェ
フ
に
よ
っ
て
、
そ
の
の
ち
デ
カ
プ

リ
ス
ト
詩
人
お
よ
び
プ

1
シ
キ
ン
に
よ
っ
て
き
ず
か
れ
る
が
、
こ

れ
は
お
も
に
民
族
的
な
規
準
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
ペ

リ
ン
ス
キ
ー
は
こ
れ
を
全
人
類
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
に
お
い

て
理
解
す
る
。
「
自
分
の
租
園
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
組
閣
の

な
か
に
人
類
の
理
想
の
賞
現
を
見
る
こ
上
を
熱
烈
に
望
み
、
カ
の

お
よ
ぶ
か
ぎ
り
そ
の
賞
現
を
助
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
一
八
四

一
、
「
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
詩
」
)
。
国
民
性
は
そ
れ
自
瞳
と
し
て
は
一

面
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
封
の
側
面
、
す
な
わ
ち
全
人
類
的

な
も
の
と
の
結
合
に
よ
っ
て
の
み
異
質
な
も
の
と
な
る
。
闘
民
生

t
p
s
v
q
 

Jaw--

6
J
、ー

活
の
そ
と
に
あ
る
人
聞
は
幻
影
で
あ
り
、
ま
た
園
民
的
性
格
を

6

た
ず
民
族
的
相
貌
な
き
園
家
も
幻
影
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反

面
に
お
い
て
、
園
民
が
貫
闇
的
、
現
質
的
で
あ
り
う
る
た
め
に
は

民
族
精
神
の
み
で
は
足
り
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
園
民
は
一

面
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
文
撃

の
な
か
に
園
民
的
な
も
の
だ
け
を
求
め
る
者
は
内
容
な
き
形
式
を

求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
文
撃
の
な
か
に
園
民
的
な
も
の
の

完
全
な
棋
如
を
要
求
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
撃
を
一
般
的
、

す
な
わ
ち
人
類
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る

者
は
形
式
な
き
内
容
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
全
人

類
的
で
あ
る
と
同
時
に
園
民
的
な
文
事
の
み
が
異
に
園
民
的
な
文

撃
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
あ
た
ら
し
い
園
民
性
の
概
念
は
園
民

的
な
も
の
と
全
人
類
的
な
も
の
と
の
統
一
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
全
人
類
的
な
も
の
が
園
民
的
な
も
の
に
か
わ
る
の

で
は
な
い
。

「
ロ
シ
ヤ
文
撃
に
つ
い
て
の
感
想
と
意
見
」
(
一
八
四
六
)
の
な

か
で
ぺ
リ
ン
ス
キ
ー
は
書
い
て
い
る
。
「
自
己
の
天
才
が
い
た
る

と
こ
ろ
で
、
翠
に
そ
の
同
国
人
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
す

べ
て
の
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
詩
人
に
と
っ
て

64& 
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は
、
民
族
性
は
第
一
の
傑
件
で
あ
る
が
、
唯
一
の
係
件
で
は
な

い
。
彼
は
民
族
的
で
あ
る
と
同
時
に
世
界
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
作
品
の
民
族
性
が
全
人
類
的
理
念
の
精

神
的
な
、
無
形
の
世
界
の
形
式
で
あ
り
、
内
聞
で
あ
り
、
容
貌
で

あ
り
、
個
性
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」
言
い
か
え
れ
ば
、
民

族
詩
人
は
自
分
の
組
園
に
と
っ
て
大
き
な
歴
史
的
使
命
を
も
っ
て

い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
活
動
が
世
界
史
的
意
義
を
も
づ
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ペ
リ
ン

ス
キ
ー
は
詩
人
の
高
さ
を
規
定
す
る
歴
史
的
、
民
族
的
要
因
、
詩

人
の
才
能
と
歴
史
的
保
件
と
の
闘
係
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。

「
園
民
の
生
活
が
詩
人
に
内
容
を
あ
た
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

内
容
の
債
値
、
深
さ
、
庚
さ
、
お
よ
び
意
義
は
園
民
の
歴
史
的
意

義
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
あ
ゥ
て
、
直
接
に
詩
人
お
よ
び
そ
の
才

能
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
は
な
い
。
」

こ
れ
は
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
の
「
プ
l

シ
キ
ン
論
」
(
一
八
四
一
ニ
l
l
四

六
)
を
つ
ら
ぬ
く
根
本
思
想
で
も
あ
る
。
彼
は
プ

1
シ
キ
ン
の
天

才
を
一
八
一
二
年
の
時
代
の
園
民
精
紳
の
未
曾
有
の
高
揚
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
人
を
歴
史
的
生
活
の
一

定
の
段
階
に
お
け
る
ロ
シ
ヤ
園
民
の
よ
き
特
質
を
表
現
し
た
民
族

A

リ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
園
民
性
の
椴
念

-、

園
民
的
詩
人
と
見
て
い
る
。
し
か
し
四

0
年
代
の
文
事
の
あ

た
ら
し
い
課
題
は
園
民
性
の
あ
た
ら
し
い
一
一
暦
兵
糧
的
な
内
容
を

要
求
し
た
。
ロ
シ
ヤ
文
撃
は
農
奴
制
の
個
々
の
悪
徳
の
摘
強
か
ら

こ
の
制
度
全
韓
の
否
定
に
う
つ
っ
た
。
ゴ

l
ゴ
り
の
創
作
活
動
は

ロ
シ
ヤ
文
撃
の
こ
の
あ
た
ら
し
い
段
階
へ
の
移
行
を
意
味
し
た
。

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
四

0
年
代
の
ロ
シ
ヤ
祉
舎
に
と
っ
て
ゴ

1
ゴ
リ

が
プ

1
シ
キ
ン
よ
り
も
一
層
重
要
な
意
義
を
も
っ
作
家
で
あ
り
、

時
代
の
精
紳
を
一
層
多
く
表
現
し
た
作
家
と
考
え
る
。

三

0
年
代
に
は
彼
は
あ
き
ら
か
に
シ
ェ
リ
ン
グ
美
撃
の
影
響
の

も
と
に
、
時
代
と
い
う
も
の
は
詩
人
の
意
識
と
は
か
か
わ
り
な

く
、
作
品
の
な
か
に
客
観
的
に
反
映
す
る
も
の
と
理
解
し
、
警
術

を
「
理
想
的
義
術
」
と
「
現
賓
的
議
官
術
」
と
に
分
け
て
、
一
方
は

萎
術
家
の
精
神
的
世
界
を
表
現
し
他
は
萎
術
家
の
内
面
生
活
と
閥

係
の
な
い
現
賓
生
活
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
(
「
ロ
シ
ヤ

の
中
編
小
設
と
ゴ
1

プ
リ
氏
め
中
編
小
説
に
つ
い
て
」
)
。
そ
し
て
そ
の

的い
ず
れ
に
重
き
を
お
く
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
現
貫
を
正
し
く
描
く
た
め
に
は
文
拳
と
園

民
生
活
と
の
結
び
つ
き
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
説
書
術
の

思
想
牲
の
澗
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
四

C
年
代
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に
は
い
る
と
と
も
に
、
彼
は
異
の
饗
術
家
は
ま
わ
り
の
現
買
に
無

関
心
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
現
貫
と
時
代
の
精
神
と

へ
の
つ
よ
い
関
心
を
義
術
に
要
求
す
る
。
彼
は
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ

の
作
品
の
い
ち
じ
る
し
い
主
観
性
を
こ
の
詩
人
の
園
民
性
の
現
わ

れ
と
見
る
。
な
ぜ
な
ら
「
レ

l

ル
モ
ン
ト
フ
の
本
性
の
な
か
に
は

人
類
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
憂
愁
の
な
か
に
す
べ
て

の
者
は
自
己
の
憂
愁
を
見
る
し
、
彼
の
魂
の
な
か
に
す
べ
て
の
者

は
自
己
の
魂
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
一
八
四
一
、
「
レ
ー
ル
モ
ン

ト
フ
の
詩
」
〉

一
八
四
二
年
の
諸
論
文
、
と
り
わ
け
一
ア
ポ
ロ
ン
・
マ
イ
コ
フ

の
詩
」
「
ポ
レ
ジ
ャ
ー
エ
フ
の
詩
」
「
批
評
論
」
等
で
彼
は
文
拳
の

園
民
性
の
問
題
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
思
想
性
、
環
貫
性
の
問

題
を
提
出
し
て
い
る
。
い
ま
や
詩
人
に
よ
る
現
貫
の
反
映
の
過
程

は
枇
曾
的
現
貫
の
題
材
に
た
い
す
る
詩
人
の
意
識
的
な
積
極
的
な

態
度
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
詩
が
成
功
す
る
た
め
に
は
才
能
だ
け

で
は
な
く
、
時
代
の
精
神
の
参
加
が
必
要
で
あ
る
。
詩
人
は
も
は

や
空
想
の
世
界
で
は
な
く
、
同
時
代
の
現
貫
の
な
か
に
生
き
て
、

枇
舎
の
換
言
者
と
し
て
現
貫
生
活
の
提
出
す
る
諸
問
題
に
こ
た

え
、
ま
た
敵
国
師
と
し
て
、
だ
れ
よ
り
も
さ
き
に
、
園
民
の
苦
痛
や

~ 

vtノ

悲
し
み
を
見
つ
け
て
、
白
己
の
作
品
に
よ
?
で
こ
れ
を
い
や
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
の
詩
が
真
に
萎
術
的
で
あ
る
た
め

に
は
、
言
葉
の
美
し
さ
、
感
情
の
優
美
さ
の
ほ
か
に
、
詩
の
呉
の

内
容
と
な
り
創
造
の
原
則
と
な
る
と
こ
ろ
の
思
想
が
必
要
で
あ

る
。
詩
人
が
す
ぐ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
だ
け
多
く
彼
の
作
品
の
な
か

に
は
時
代
の
精
神
が
表
現
さ
れ
る
。
詩
は
つ
ね
に
枇
舎
の
歴
史
的

渡
展
の
過
程
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
生
活
の
意
義
と
目
的
、

人
類
の
運
命
、
生
活
の
永
遠
の
真
理
」
に
つ
い
て
の
現
代
の
意
識

と
思
考
の
婆
術
的
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な

詩
人
は
そ
の
苦
悩
?
一
喜
び
の
根
源
が
枇
舎
性
お
よ
び
歴
史
の
基
盤

の
上
に
ふ
か
く
根
づ
い
て
い
て
、
彼
が
枇
舎
、
時
代
、
人
類
の
機

関
で
あ
り
、
代
表
者
で
あ
る
ゆ
え
に
偉
大
な
の
で
あ
る
。
」
(
一
八

四
一
ニ
、
「
デ
ル
ジ
ャ
l

ヴ
ィ
ン
の
作
品
」
)

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
の
い
う
時
代
の
精
神
と
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
農

奴
制
的
現
貫
に
た
い
す
る
批
判
の
精
紳
で
あ
る
。
ゴ

1
ゴ
リ
の
作

品
の
意
義
は
園
民
の
利
益
に
反
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
否
定
の
光

の
も
と
に
描
き
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
し
い
も
の
の
肯
定

と
理
想
へ
の
あ
こ
が
れ
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。

J

闘
民
は
現

貫
生
活
を
文
撃
に
お
け
る
そ
の
正
し
い
再
現
を
通
し
て
認
識
し
文

， 
/ 
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皐
の
な
か
に
自
己
の
理
想
の
標
示
を
見
る
こ
と
に
つ
よ
い
関
心
を

も
っ
。
文
撃
は
、
そ
れ
が
時
代
の
精
神
と
園
民
の
す
ぐ
れ
た
志
向

を
表
現
し
そ
の
理
想
を
創
治
す
る
た
め
に
は
、
園
民
、
の
女
場
に
、
近

づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
国
民
詩
人
た
り
う
る
も
の

は
園
民
的
立
場
に
立
っ
た
現
貫
生
活
の
詩
人
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
園
民
的
文
撃
が
、
長
に
園
民
的
文
撃
で
あ
る
た
め
に

は
、
園
民
に
讃
ま
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
啓
蒙
お

よ
び
園
民
生
活
の
改
善
の
必
要
と
同
時
に
国
民
文
事
の
形
式
そ
の

も
の
が
問
題
と
な
る
。
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
す
ぐ
れ
た
萎
術
作
品
の

最
も
重
要
な
特
質
の
一
つ
は
形
式
の
皐
純
さ
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
萎
術
の
な
か
に
は
一
つ
と
し
て
不
明
確
な
も
の
、
不
可
解
な

も
の
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
義
術
の
車
純
さ
は
な
に
よ
り
も
ま

ず
そ
の
明
確
さ
に
あ
る
。
こ
れ
は
婆
術
的
、
思
想
的
素
朴
さ
を
意

味
し
な
い
。
反
封
に
す
ぐ
れ
た
義
術
の
み
が
皐
純
に
、
か
っ
最
大

限
の
明
確
さ
を
も
っ
て
最
も
複
雑
な
現
象
を
表
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
か
か
る
警
術
的
皐
純
さ
の
能
力
を
完
全

に
髄
使
し
た
詩
人
と
し
て
プ

l
シ
キ
ン
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
カ

ラ
ム
ジ

1
ン
の
お
も
な
功
績
を
理
解
し
や
す
い
形
式
の
創
造
、
な

に
よ
り
も
ま
ず
言
葉
の
改
良
に
よ
っ
て
文
拳
の
讃
者
の
範
囲
を
ひ

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
園
民
性
の
概
念
，

、"

、

‘恥

ろ
げ
た
鮎
に
あ
る
と
考
え
て
い
た

4

ス
ラ
グ
主
義
者
は
口
博
文
撃
を
文
事
創
造
の
理
想
と
す
る
が
、

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
ロ
シ
ヤ
文
撃
が
口
停
文
撃

の
上
に
成
長
し
た
も
の
で
は
な
く
、
外
園
文
撃
か
ら
形
式
と
方
法

と
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い

る
。
彼
に
よ
れ
ば
民
衆
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
歌
謡
は
コ
リ
ツ
ォ

l
フ
の
詩
よ
り
も
劣
る
。
プ
イ
リ
l
ナ
や
歴
史
歌
謡
は
プ

1
シ
キ

ン
の
「
婚
約
者
」
や
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
の
「
商
人
カ
ラ

1
シ
ニ
コ

フ
の
歌
」
に
く
ら
べ
て
美
し
さ
と
迫
力
に
お
い
て
劣
る
。
こ
れ
は

口
俸
歌
謡
の
美
や
力
が
園
民
国
相
神
と
詩
の
個
々
の
要
素
の
み
を
反

映
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
完
全
な
萎
術
作
品
で
あ
る
た
め
に
必
要

な
統
一
あ
る
普
遍
的
な
思
想
を
歓
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
口
傍

詩
は
直
接
的
な
無
自
覚
的
な
直
感
の
わ
く
か
ら
ま
だ
出
て
い
な
い

園
民
意
識
を
表
現
す
る
の
み
で
、
そ
こ
に
は
全
人
類
的
な
思
想
が

な
く
、
そ
れ
へ
の
お
ぼ
ろ
げ
な
士
山
向
、
そ
の
議
感
の
み
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
口
停
詩
は
義
術
的
な
形
式
に
ま
で
高
ま
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
全
人
類
的
内
容
の
み
が
婆
術
的
形
式
の
な
か
に
表

現
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ぺ
リ
ン
ス
キ
ー
は
「
未
殻
遠

の
一
般
舎
の
詩
は
詩
的
内
容
や
詩
的
形
式
よ
り
は
む
し
ろ
詩
的
表
現
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に
お
い
て
す
ぐ
れ
、
:
:
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
は
内

容
は
し
ば
し
ば
愚
劣
で
あ
り
、
形
式
は
法
外
な
も
の
で
あ
る
と
は

言
え
表
現
は
つ
ね
に
詩
的
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
全
人

類
的
な
も
の
に
園
民
的
な
も
の
を
従
属
さ
せ
る
。
圏
民
性
に
つ
い

て
の
彼
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
も
の
の
統
一
か
ら
の

み
す
ぐ
れ
た
萎
術
が
生
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合

彼
は
、
ス
ラ
グ
主
義
者
が
口
侍
文
墜
を
園
民
文
拳
と
同
一
視
し

て
、
ロ
シ
ヤ
の
園
民
生
活
の
後
進
性
、
口
描
博
文
事
の
素
朴
さ
を
理

想
化
し
、
ロ
シ
ヤ
文
撃
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
啓
蒙
か
ら
き
り
は
な
さ

れ
た
、
せ
ま
い
民
族
主
義
の
わ
く
の
な
か
に
と
じ
こ
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ロ
シ
ヤ
文
撃
の
護
達
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
も
の
と
考

え
、
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
、
園
民
性
に
お
け
る
全
人
類

的
な
も
の
の
原
則
の
優
越
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
限
り
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
嘗
時
に
お
い
て
歴
史
的
意
義
を
も

(

五

)

ヲ
て
い
た
。

し
か
し
一
面
に
お
い
て
口
停
文
撃
に
た
い
す
る
ペ
リ
ン
ス
キ
ー

の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
啓
蒙
主
義
者
で
あ
っ
た
彼
に
よ
る
園
民
の

歴
史
的
役
割
の
理
解
の
仕
方
と
閥
係
を
も
っ
て
い
る
。
「
文
率
的

空
想
」
の
な
か
で
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
た
。
「
頭
が
人
間
の

t
p
十

PURr-

V
4
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内
慢
の
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
の
と
同
様
に
中
暦
お
よ
び

上
層
の
身
分
が
主
と
し
て
園
民
を
構
成
す
る
。
園
民
の
最
高
の
生

活
は
そ
の
上
層
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、

園
民
の
理
念
全
憧
の
な
か
に
主
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
」
こ
の
場

合
、
園
民
の
下
層
は
「
園
民
の
全
理
念
」
の
瞳
現
者
と
し
て
の
啓

蒙
さ
れ
た
個
性
の
保
護
の
も
と
に
お
か
れ
る
。
こ
の
思
想
は
お
な

じ
論
文
の
な
か
で
彼
が
述
べ
て
い
る
園
民
と
一
世
舎
と
の
分
裂
に
つ

い
て
の
思
想
と
矛
盾
す
る
が
、
全
瞳
と
し
て
見
る
な
ら
、
彼
の
中

心
的
な
主
張
は
こ
の
分
裂
の
克
服
で
あ
り
、
彼
が
園
民
の
上
暦
と

言
っ
て
い
る
の
は
そ
の
啓
蒙
さ
れ
た
中
間
層
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
貴
族
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ヤ
の
枇
曾
的
、
歴
史
的
役

割
に
つ
い
て
の
プ

l
シ
キ
ン
の
理
解
と
一
致
す
る
。

晩
年
の
論
文
「
村
の
讃
書
」
(
一
八
四
八
)
の
な
か
で
彼
は
園
民

に
つ
い
て
の
自
己
の
見
解
を
く
わ
し
く
述
べ
て
い
る
。
彼
付
図
民

生
活
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
を
必
要
と
考
え

る
。
閤
民
は
本
質
に
お
い
て
つ
ね
に
保
守
的
、
反
動
的
な
力
で
あ

る
。
こ
こ
に
進
歩
の
動
き
に
た
い
す
る
園
民
の
反
抗
の
原
因
が
あ

る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
保
守
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
園
民
が
ひ
と
た

び
う
け
い
れ
た
歴
史
的
毅
展
の
結
果
は
不
動
で
あ
る
。
間
民
は
自

. -d 
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己
に
個
有
V
な
い
も
の
、
し
た
が
っ
て
有
害
と
み
と
め
た
も
の
は

な
に
一
つ
う
け
い
れ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

枇
曾
の
進
歩
の
た
め
に
は
、
教
養
あ
る
上
暦
の
人
間
と
圏
民
と
の

む
す
び
つ
き
が
必
要
で
あ
る
。
「
園
民
の
そ
と
に
あ
る
個
人
は
幻

影
で
あ
る
。
個
人
の
そ
と
に
あ
る
園
民
も
幻
影
で
あ
る
。
一
方
は

他
に
よ
っ
て
僚
件
づ
け
ら
れ
る
。
国
民
は
あ
ら
ゆ
る
愛
展
の
生
命

力
を
保
持
す
る
と
こ
ろ
の
地
盤
で
あ
り
、
個
人
は
こ
の
地
盤
の
上

に
生
ま
れ
る
花
で
あ
り
、
果
貫
で
あ
る
。
」
こ
の
見
地
か
ら
ペ
リ

ン
ス
キ
ー
は
ポ
ゴ

l
ヂ
ン
、
シ
ェ
グ
ィ
リ
ョ
フ
ら
の
園
民
観
を
批

判
し
て
い
る
。
彼
ら
は
「
園
民
を
さ
げ
す
み
園
民
は
無
智
、
組

暴
な
群
集
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
だ
が
ポ
ト
キ
ン
の
よ
う
な
自
由

主
義
者
、
す
な
わ
ち
「
誠
貫
に
園
民
を
愛
し
こ
れ
に
同
情
し
な
が

ら
・
:
:
園
民
か
ら
は
何
一
つ
拳
ぶ
こ
と
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る

‘
人
々
」
も
大
き
な
ま
ち
が
い
を
し
て
い
る
。
し
か
し
一
番
大
き
な

ま
ち
が
い
を
し
て
い
る
の
は
、
「
園
民
は
数
養
あ
る
階
級
の
教
え

を
少
し
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
教
養
あ
る
階
級
に
よ

・
っ
て
た
だ
精
紳
的
に
そ
こ
な
わ
れ
る
だ
け
だ
」
と
考
え
て
い
る
人

た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
ラ
グ
主
義
者
で
あ
る
。
「
園
民
が
行
動

に
お
い
て
大
き
な
ち
え
と
カ
と
を
示
す
瞬
間
が
あ
る
。
こ
れ
は
熱

¥ 

ペ
り
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
劉
民
伎
の
椴
念

狂
止
激
情
の
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
ま
れ
な
瞬
間
に
お

い
て
も
園
民
は
善
良
で
か
つ
残
忍
で
あ
り
、
寛
大
で
か
つ
報
復
的

で
あ
り
、
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
け
だ
も
の
で
あ
る
。
」
彼
は
園

民
を
直
情
的
な
衝
動
的
な
力
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
歴

史
の
基
本
的
主
瞳
と
し
て
の
普
遍
的
個
性
の
積
極
的
な
活
動
が
自

働
力
の
な
い
大
衆
を
動
か
し
て
枇
舎
の
進
歩
を
貧
現
す
る
も
の
と

考
え
る
。
こ
の
場
合
「
普
遍
的
個
性
」
に
園
民
と
の
む
す
び
つ
き

が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
啓
蒙
主
義
的
歴
史
観
の
二
元
論
を

ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
生
涯
の
お
わ
り
ま
で
も
ち
つ
づ
け
た
。
し
か
し

同
時
に
彼
は
枇
曾
革
命
の
必
要
を
主
張
し
て
、
「
人
々
は
す
こ
ぶ

る
愚
か
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
を
む
り
に
幸
繭
の
と
こ
ろ
ま

で
ひ
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
(
一
八
四
一
年
九
月
ポ

ト
キ
ン
あ
て
の
手
紙
)
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
感
蒙
主
義
の
一
つ
の
極

限
で
あ
り
、
そ
の
否
定
に
通
ず
る
。

ロ
シ
ヤ
の
農
民
意
識
の
お
く
れ
た
諸
特
徴
を
理
想
化
し
、
忍

耐
、
温
順
、
宗
教
性
を
ロ
シ
ヤ
園
民
に
個
有
の
も
の
で
あ
り
、
ロ

シ
ヤ
的
智
力
の
基
本
を
な
す
も
の
と
す
る
ス
ラ
グ
主
義
者
の
見
解

を
批
判
し
て
、
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
ロ
シ
ヤ
民
族
が
つ
ね
に
外
敵
と

の
た
た
か
い
に
よ
っ
て
自
己
の
濁
立
を
守
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
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て、

ロ
シ
ヤ
園
民
の
歴
史
は
た
え
ま
な
い
反
抗
の
歴
史
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
ご
八
四
七
、
「
一
八
四
六
年
の
口
、
y

ヤ
丈
拳
叡
」
)
と
と

も
に
、

ロ
シ
ヤ
園
民
が
「
ふ
か
く
無
紳
論
的
た
園
民
」
で
あ
り
、

「
自
己
の
救
い
を
・
:
:
文
明
の
、
勝
蒙
の
、
人
間
性
の
進
歩
の
な

か
に
求
め
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
園
民
の
よ
き
未
来
を

約
束
す
る
資
質
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
(
一
八
四
七
、
「
ゴ

1
ゴ
リ

へ
の
手
紙
」
)
。

彼
は
園
民
の
個
性
を
不
費
の
も
の
と
は
考
え
な
い
。
そ
し
て
文

撃
に
お
け
る
園
民
性
を
も
歴
史
的
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、
ロ
シ

ヤ
文
撃
の
歴
史
を
園
民
性
の
稜
展
の
見
地
か
ら
見
て
、
そ
の
文
拳

理
論
を
園
民
性
に
つ
い
て
の
自
己
の
概
念
の
愛
展
を
中
心
に
、
こ

れ
と
の
不
可
分
の
む
す
び
つ
き
の
う
ち
に
き
ず
い
た
。
彼
に
よ
れ

ば
、
お
の
お
の
の
園
民
は
自
己
の
現
貫
生
活
の
認
識
と
改
善
と
理

想
の
創
造
を
志
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ロ
シ
ヤ
で
は
こ
の

任
務
は
な
に
よ
り
も
多
く
文
撃
の
上
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
口
、
ン
ヤ
文
撃
が
貫
際
に
こ
の
方
向
に
お
い
て

大
き
な
成
果
を
お
さ
め
て
そ
の
歴
史
の
意
味
と
精
紳
と
を
つ
く
り

あ
げ
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

(一〉

チ
モ
プ
ェ

1

エ
フ
に
よ
れ
ば
一
八
一
九
年
に
ず
ィ
ヤ
1
ゼ
ム
ス

→4' 

v 

F
-
L
 

‘. 

キ
ー
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ト
ゥ
ル
ゲ
l
ネ
フ
あ
て
の
手
紙
で
岱

p

tog--H芯
を

ロ

胆

3
仏
ロ
。
臼
ご
と
欝
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の

が
最
初
で
あ
る
。
(
パ
ロ
虫
色
8
4
一一勺吋
C
ぴ
目
白
日
可
件
目
。
ュ
ニ
広
叩

HFE吋U
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H唱
M
M
W

回一打司・

Hua)

(
一
一
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口
2
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CHVH・0出
可
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曲
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ロ
N
B
P
ぐ
g
g巴
r
m
g
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40H]ロ仲間目。ロロ
U
H
E
M
P
B
o
r
s
g
〆
Hquuu
加古

-
H印・

(
一
ニ
)
プ
レ
ハ

l

ノ
フ
は
三

0
年
代
の
ペ
リ
ン
ス
キ
1

の
論
文
に
は
一

般
に
自
己
の
論
理
構
造
の
濫
用
と
事
貨
の
経
親
の
傾
向
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
プ
レ
ハ

1

ノ
フ
は
ペ
リ
ン
ス
キ
1

の
思
想

護
展
の
過
程
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
い
る
。
第
一
期
に
お
い
て
ベ

リ
ン
ス
キ
ー
は
「
理
想
の
た
め
に
事
貨
を
犠
牲
に
し
た
。
」
第
二
期

に
は
「
現
賓
の
た
め
に
現
想
を
犠
牲
に
し
た
。
」
第
三
期
に
は
「
畿

展
の
理
念
を
通
し
て
現
想
と
現
賓
と
の
和
解
を
志
向
し
た
o
」
(
E
O
E

r
v
R
M
S
-
ω
S
F
-
件

-
M
W
国号
-

N
ぉ
・
)

(
四
)
ラ
グ
レ
ツ
キ
ー
は
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
が
ロ
シ
ヤ
交
拳
の
後
遺
過
程

に
つ
い
て
か
か
る
見
解
を
も
っ
に
い
た
っ
た
原
因
を
第
一
に
ペ
リ
ン

ス
キ
ー
に
よ
る
ピ
ョ

1

ト
ル
一
世
の
改
革
の
遜
大
評
使
、
第
二
に
十

九
世
記
前
b
T
に
お
け
る
古
代
ロ
シ
ヤ
女
拳
研
究
の
未
措
置
建
に
よ
っ
て

説
明
し
て
い
る
。

(
k
p
F
白、
4
8
2
E
T
E件。巴
}
8
1
5
0
3
E吋
ロ
&
伊

】円。回仲田町一司仲白山]幹回叩ロロ師]同
040u
切
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ロ
ロ
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目
円
ぷ
・
仲
間
件
。
同
時
】
円
仲
件
mwC叶叩

A
U

出向

E
O
B
E
H可

kr-ZJH喝さ
w

印
可
・
∞
可
・
)

(
五
)
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
し
ば
し
ば
論
争
に
お
い
て
反
封
の
極
端
に
移

る
こ
と
を
必
要
と
考
え
た
。
彼
自
身
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
あ

る
o

「
な
ん
ら
か
の
原
則
が
極
端
に
走
乃
て
録
劣
さ
に
ま
で
遣
し
て

、，
〆
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