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6７ 

水
稲
の
主
題
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
（
以
下
『
寄
与
』
と
略
記
）
に
お
け
る
「
投
げ
渡
し
（
閏
巨
呂
一
の
一
）
」
と
い
う

思
索
を
解
明
し
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
浩
漱
で
は
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
命
中
米
公
刊
だ
っ
た
断
片
染
の
、

さ
ら
に
一
断
片
群
を
取
り
上
げ
て
一
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
も
の
す
こ
と
は
、
哲
学
の
本
来
的
営
為
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
う
え
な
く
些
細

で
取
る
に
足
ら
な
い
文
献
学
的
研
究
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
寄
与
』
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
思
想
の

始
ま
る
「
第
二
の
主
耕
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
即
川
で
、
こ
の
紬
や
か
な
論
考
の
遮
義

を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
本
当
に
「
第
二
の
主
著
「
｜
と
呼
ぶ
に
値
す
る
か
ど
う
か
の
評
価
は
、
十

分
に
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
最
初
か
ら
そ
の
璽
婆
性
を
決
め
て
か
か
っ
て
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
理
由
に
こ
の
論
考
の
必
要
性
を
説

く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
岐
初
に
断
っ
て
お
く
が
、
本
稿
は
「
投
げ
渡
し
」
の
節
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
思
索
の
哲
学
的
意
義
を
探
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
哲
学

的
意
義
を
あ
ら
か
じ
め
ど
の
よ
う
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
か
。

原
初
の
投
げ
渡
し

ｌ
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
の
一
考
察
Ｉ

序
山
本
英
輔
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6８ 
本
稿
で
は
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
思
索
を
、
次
の
問
題
群
の
中
で
考
え
て
み
た
い
。
第
一
に
、
そ
れ
を
解
釈
学
的
思
惟
の
一
つ
の
可

（
１
）
 

能
性
と
み
る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
「
投
げ
渡
し
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
極
学
と
の
「
対
決
」
な
い
し
は
「
対
話
」
の
｝
」
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
伝
統
的
思
想
と
の
「
対
話
」
・
「
対
決
」
と
は
ま
さ
に
解
釈
学
的
な
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
な
さ
れ
る
「
対
決
」

が
い
か
な
る
仕
方
で
な
さ
れ
る
も
の
か
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
さ
ら
に
第
二
に
、

（
２
）
 

本
稿
は
「
投
げ
渡
し
」
の
意
義
を
歴
史
論
・
歴
史
哲
学
の
問
題
群
の
中
で
考
察
す
る
。
も
と
よ
り
、
解
釈
学
と
歴
史
の
問
題
は
極
め
て

密
接
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
以
降
の
哲
学
的
解
釈
学
は
思
惟
の
歴
史
性
の
自
覚
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
「
投
げ
渡
し
」
の
思
索
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
に
対
す
る
洞
察
、
「
存
在
の
歴
史
」
の
雅
本
柵
造
が
如
実
に
現
わ
れ
て
お
り
、

し
か
も
そ
れ
は
「
投
げ
渡
し
」
の
解
釈
学
的
な
性
格
と
相
俟
っ
て
看
取
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
最
終
的
に
、
「
投
げ
渡
し
」

の
解
釈
学
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
「
存
在
の
歴
史
「
｜
の
言
わ
ば
存
立
構
造
と
い
っ
た
も
の
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
存
在
と
時
間
』
の
歴
史
性
の
議
論
を
除
け
ば
、
専
ら
彼
の
「
存
在
の
歴

史
」
と
い
う
臓
史
叙
述
に
の
み
注
Ｈ
さ
れ
て
き
た
と
高
え
る
。
『
寄
与
』
の
「
投
げ
渡
し
」
に
も
彼
の
望
一
両
う
と
こ
ろ
の
形
Ⅲ
化
学
の
歴

史
の
動
向
、
つ
ま
り
歴
史
の
流
れ
に
つ
い
て
の
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
歴
史
叙
述
の
検
討
で
あ
れ
ば
、
他
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に

よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
し
、
『
寄
与
』
か
ら
そ
れ
ほ
ど
歴
史
叙
述
に
関
す
る
新
し
い
も
の
は
期
待
で
き
な
い
。
ま
た
ハ
ィ
デ
ガ
ー

の
歴
史
と
い
う
こ
と
で
、
彼
の
歴
史
叙
述
の
み
に
注
目
し
て
、
歴
史
を
探
求
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
顧
み
な
い
な
ら
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
は
初
川
ギ
リ
シ
ア
へ
と
回
帰
し
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
お
決
ま
り
の
批
判
が
な
さ

れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
一
つ
の
断
定
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
嵩
え
ば
、
そ
れ
は
歴
史

叙
述
を
成
り
立
た
し
め
る
歴
史
探
求
の
プ
ロ
セ
ス
が
見
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
し
、
ま
た
次
に
見
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
る
歴

史
は
何
と
い
っ
て
も
”
奇
妙
な
歴
史
〃
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ま
ず
、
彼
の
言
う
「
存
在
の
歴
史
」
に
つ
い
て
の
特
徴
を
、
通
常

の
歴
史
概
念
と
の
違
い
を
見
な
が
ら
押
さ
え
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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6９ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
で
き
る
だ
け
広
い
視
野
で
捉
え
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
索
朴
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
よ
う
。
「
存
在
の
歴
史
」

と
い
う
一
一
一
口
い
方
は
、
普
通
は
、
記
述
や
認
識
と
区
別
さ
れ
る
「
実
在
の
歴
史
」
、
「
出
来
事
（
『
の
印
隠
ゆ
言
の
）
と
し
て
の
歴
史
」
と
い
っ

た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
川
米
事
と
は
、
「
カ
エ
サ
ル
が
紀
元
前
一
四
九
年
に
ル
ビ
コ
ン
河
を
渡
っ
た
」
と
か

「
来
郷
艦
隊
が
一
九
○
近
年
五
月
二
五
日
に
日
本
海
の
ど
こ
ど
こ
の
海
域
に
い
た
」
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
川
塀
氷
馴
・

事
件
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
１
の
「
存
在
の
歴
史
」
は
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
歴
史
で
は
な
く
、
哲
学
の
歴
史
で
あ
り
、
通
常

（
３
）
 

の
分
類
で
言
え
ば
、
「
精
神
史
」
「
思
想
史
」
（
ゴ
ー
の
Ｓ
ｑ
・
帛
亘
８
⑫
）
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
存
在
の
歴
史
」
で
は
プ
ラ
ト

ン
の
哲
学
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
禰
学
は
問
題
に
な
っ
て
も
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
載
命
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
ア
ゥ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
や
ル
タ
ー
に
言
及
さ
れ
て
も
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
大
移
動
や
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
革
命
や

民
族
火
移
動
が
西
洋
史
の
エ
ポ
ッ
ク
を
形
づ
く
る
と
い
う
史
観
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
の
歴
史
の
各
時
代
を
画
す
る
の
は
、
プ
ラ

ト
ン
に
お
い
て
存
在
が
「
イ
デ
ア
」
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
が
ラ
テ
ン
語
に
「
翻
訳
」
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
デ
カ
ル

ト
に
お
い
て
人
間
が
際
立
っ
た
「
主
体
」
に
な
っ
た
こ
と
等
々
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
思
惟
の
有
り
様
の
変
転
な
の
で
あ
る
。

よ
し
ん
ば
「
原
子
力
」
や
「
科
学
技
術
」
の
よ
う
な
、
直
接
的
に
哲
学
の
営
み
と
は
言
え
な
い
事
柄
が
問
題
に
な
っ
て
も
、
結
局
存
在

の
思
惟
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
。
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
存
在
が
思
惟
・
精
神
を
規
定
す
る
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
的
な
史
観
に
対
し
て
、

（
４
）
 

「
思
惟
・
精
神
が
存
在
を
規
定
す
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
主
張
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
風
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
然
り
で
あ
り
、
否
で
あ
る
」
。
単
純
な
図
式
で
言
え
ば
、
存
在
の
思
惟
が
諸
々
の
存
在
者
へ

の
態
度
を
規
定
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
然
り
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
惟
は
人
間
の
窓
意
的
な
活
動
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
存
在
の
運
命
に
贈
ら
れ
、
左
右
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
存
在
が
思
惟
を
規
定
す
る
」
と
も
言
え
る
。
だ
が
「
思
惟
」
と
い
い
、

「
存
在
」
と
い
い
、
ま
た
「
歴
史
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
独
特
の
意
味
が
も
た
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
も
そ

二
奇
妙
な
歴
史
ｌ
「
存
在
の
歴
史
」
の
特
徴
Ｉ
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7０ 

そ
れ
に
し
て
も
、
「
存
在
の
歴
史
」
と
は
、
広
く
「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
で
理
解
さ
れ
る
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、
奇
妙
な
歴
史
と
言
え

よ
う
。
い
っ
た
い
通
常
理
解
さ
れ
る
「
臓
史
」
と
こ
の
「
存
在
の
歴
史
」
と
の
接
点
な
り
関
連
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

通
常
の
歴
史
概
念
と
の
接
点
な
い
し
関
連
は
、
「
存
在
の
歴
史
」
を
語
る
前
の
『
存
在
と
時
間
』
で
な
ら
ば
、
或
る
孫
度
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
迦
常
の
歴
史
剛
解
が
雁
史
の
通
俗
的
了
解
内
容
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
如
何
に
派
生
的
で
あ
る
か
が
示
さ
れ

る
（
の
圏
易
｛
『
・
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
通
俗
的
な
歴
史
概
念
に
は
、
第
一
に
「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
」
、
第
二
に
過
去
か
ら
の
「
由

来
」
、
第
三
に
「
人
間
、
人
間
的
渚
集
団
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
〈
文
化
〉
の
変
岻
や
運
命
」
、
第
四
に
「
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
そ
の
も

の
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
「
過
去
」
が
優
位
を
占
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
分
析
が
進
め
ら
れ

る
。
例
え
ば
古
代
辿
物
を
我
々
は
、
膝
史
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
過
去
の
も
の
」
と
兄
る
の
だ
が
、
し
か
し
辿
物
は
過
ぎ
去
っ
て
無
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
的
な
も
の
と
し
て
事
物
的
に
存
在
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
歴
史
的
性
格
を
持
つ
の
か
。
そ

れ
は
、
遺
物
が
現
存
在
の
な
ん
ら
か
の
既
在
し
て
い
た
世
界
に
帰
屈
し
、
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
遺
物
の
歴
史
的
性
格
は

現
存
在
の
「
過
去
」
に
峡
づ
く
。
だ
か
ら
第
一
次
的
に
雌
史
的
な
も
の
は
、
呪
存
在
で
あ
っ
て
、
辿
物
の
よ
う
な
Ⅲ
界
内
祁
的
に
Ⅲ
会

わ
れ
る
も
の
（
こ
れ
は
「
世
界
・
歴
史
的
な
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
第
二
次
的
に
歴
史
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て

い
わ
ゆ
る
「
世
界
史
」
と
い
う
も
の
は
、
第
二
次
的
に
歴
史
的
な
も
の
に
定
位
し
て
発
現
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
。
現
存
在
の

歴
史
性
こ
そ
は
、
歴
史
の
根
源
的
次
尤
で
あ
っ
て
、
現
存
在
の
本
米
的
歴
史
性
に
定
位
せ
ず
に
「
Ⅲ
界
・
歴
史
的
な
も
の
」
に
捉
わ
れ

て
滕
史
の
巡
閲
を
作
り
出
す
よ
う
な
在
り
方
は
、
非
本
来
的
聡
史
挑
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
歴
史
学
（
田
の
８
コ
の
）
」
も
こ
の

現
存
在
（
歴
史
学
者
）
の
実
存
の
歴
史
性
に
根
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
閏
患
←
）
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
理
解
さ
れ
る
歴

史
な
ら
び
に
歴
史
学
は
派
化
的
で
１
次
的
で
あ
り
、
そ
れ
の
根
ざ
す
存
在
論
的
‐
超
越
論
的
基
盤
と
し
て
、
現
存
征
の
歴
史
桃
が
プ
ラ

イ
オ
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
の
議
論
の
触
水
柵
図
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
歴
史
の
根
源
性
は
、
周
知
の
よ
う
に
そ
の
後
、
現
存
在
の
歴
史
性
か
ら
存
在
そ
の
も
の
の
生
起
へ
と
還
元
さ
れ
て
い

も
物
と
心
の
二
一
王

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

一
元
論
的
構
図
か
ら
離
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
図
式
化
自
体
が
甚
だ
し
く
誤
解
を
生
ん
で
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７１ 
く
。
「
歴
史
の
生
起
は
存
在
か
ら
の
存
在
の
真
理
の
運
命
と
し
て
本
質
的
に
活
動
す
る
。
」
（
（
〕
宅
麗
、
）
歴
史
は
存
在
の
運
命
と
い
う

「
存
在
の
歴
史
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
何
時
に
、
一
脳
こ
の
歴
史
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
つ
ま
り
後
期
に
至
っ
て
、
『
存
在
と
時
間
』
第

一
一
部
の
存
在
論
の
解
体
が
一
存
在
の
聡
史
」
の
思
索
に
接
続
し
、
大
々
的
に
股
附
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
歴
史
が
一
一
．
．
、
う
な
れ
ば

、
、
、
、
、
、

よ
り
根
源
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
理
解
さ
れ
る
歴
史
と
の
接
点
な
り
連
関
な
り
が
よ
り
希
薄
に
な
る
と
一
一
一
口
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
後
期
思
想
に
至
っ
て
歴
史
が
一
層
主
要
な
問
題
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
歴
史
学
と
の
対
立
が
一
層
強
く
な

る
点
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
聡
山
は
い
よ
い
よ
そ
の
抽
象
度
を
恥
し
て
く
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
○
の
⑩
。
｝
】
一
，
三
の
と
崖
⑫
一
○
『
一
の
と
の
述

い
に
つ
い
て
、
『
寄
与
」
と
密
接
な
識
義
「
哲
学
の
根
本
問
題
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
｜
膝
史
的
（
ぬ
の
、
、
曰
、
三
一
一
：
）
」
と
は

「
生
起
、
つ
ま
り
一
つ
の
存
在
者
と
し
て
の
歴
史
自
身
を
指
す
」
（
の
シ
怠
監
）
。
｜
方
「
歴
史
学
的
（
｝
】
一
⑬
一
・
【
一
⑫
８
）
」
と
は
「
一
種
の

認
識
作
川
を
指
す
」
（
旨
二
・
）
。
｜
「
歴
史
学
的
な
も
の
」
と
は
「
過
去
の
も
の
」
（
。
シ
急
ｇ
）
で
あ
り
、
「
歴
史
的
な
も
の
―
は
「
将
来

の
も
の
」
（
－
す
三
・
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
歴
史
の
生
起
は
将
来
か
ら
発
現
す
る
」
（
○
シ
台
亀
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
識
義
で

は
「
歴
史
学
的
な
考
察
（
二
一
の
三
の
（
・
『
一
⑫
ロ
ゴ
の
、
の
｛
『
：
一
］
言
ロ
泊
）
」
と
は
言
わ
ず
に
、
「
歴
史
的
省
察
（
ｓ
ｏ
、
⑦
⑫
、
三
。
三
一
一
目
①
国
の
⑫
ご
‐

（
５
）
 

コ
ロ
コ
砲
）
」
と
一
一
一
口
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
起
す
る
も
の
、
つ
ま
り
歴
史
の
怠
味
（
の
目
】
）
へ
と
立
ち
入
る
こ
と
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
肢
史
的
省
察
」
と
「
歴
史
学
的
考
察
」
と
い
う
歴
史
認
識
の
述
い
が
強
洲
さ
れ
る
。
こ
の
Ⅸ
別
は
、
「
浮
つ
い
た
《
思
弁

的
》
思
惟
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
か
ゆ
る
が
せ
に
す
る
か
で
我
々
自
身
と
我
々
の
使
命
と
が
決

断
さ
れ
る
よ
う
な
、
決
断
の
雌
も
厳
し
い
必
要
性
な
の
で
あ
る
」
（
の
シ
金
詔
）
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
現
代
に
お
い
て
、
歴
史
学
の
圧
倒
な

〃
を
而
取
し
、
叫
弐
指
摘
す
る
（
○
シ
酋
忠
）
。
『
寄
与
』
に
お
い
て
も
「
膝
史
学
の
優
勢
」
が
冊
ら
れ
る
。
朧
史
学
の
父
配
は
、
「
へ
ｊ

Ⅱ
、
近
代
の
決
定
的
な
一
時
期
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
広
範
に
広
が
っ
て
お
り
、
雁
史
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
歴
史
把
握

の
せ
い
で
、
歴
史
が
没
歴
史
性
へ
と
押
し
退
け
ら
れ
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
歴
史
の
本
質
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
」
（
の
ン
段
ち
函
）
「
人
間
が
お
の
れ
自
身
を
駆
り
立
て
、
卸
定
し
、
舞
台
に
か
け
、
比
較
を
す
る
そ
の
什
牢
孔
人
間
が
過
ぎ
去
っ

た
も
の
を
人
間
の
現
在
性
の
背
景
と
し
て
ｎ
分
の
た
め
に
き
ち
ん
と
撒
く
仕
方
、
人
間
が
こ
の
現
在
を
永
遠
性
へ
と
広
げ
る
そ
の
仕
十
ぺ

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
歴
史
学
の
優
勢
を
示
し
て
い
る
。
」
（
旨
。
．
）
こ
こ
で
言
う
歴
史
学
は
、
「
算
定
し
つ
つ
駆
り
立
て
る
現
在
の
視
界
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7２ 

で
は
い
よ
い
よ
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
思
索
に
つ
い
て
の
解
明
を
行
お
う
と
思
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
『
寄
与
』
全
体
の
構

造
と
そ
の
中
で
の
「
投
げ
渡
し
」
の
節
の
位
満
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

『
寄
与
』
の
ね
ら
い
は
、
「
存
在
の
真
理
を
端
的
に
語
る
試
み
」
（
の
ン
冨
一
型
シ
コ
ョ
・
口
・
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
存
在
者
の
存
在
者
性

（
、
①
』
の
口
昌
の
一
一
）
と
い
う
意
味
で
の
存
在
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
根
源
的
な
存
在
（
の
○
百
）
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
形
而

上
学
的
な
存
在
者
性
で
は
な
い
、
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
た
め
の
導
き
の
語
が
、
「
エ
ル
ァ
イ
グ
ニ
ス
（
厚
の
碕
昌
⑫
）
」
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
単
に
存
孜
の
真
相
を
観
照
し
て
分
析
し
た
り
、
内
省
的
に
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
撮
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
現
存
在

の
実
存
論
的
分
析
を
踏
み
台
に
し
て
存
在
一
般
を
解
明
す
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
形
而
上
学
の
騰
史
を
省
察
し
、
そ
の
省
察
を
通
し

て
形
而
上
学
と
は
別
の
存
在
の
真
相
を
究
明
す
る
営
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
思
索
に
お
い
て
は
、
徹
頭
徹
尾
歴
史
が
思
索
の
フ
ィ
ー

ル
ド
と
な
る
。
と
同
時
に
「
別
の
原
初
へ
の
移
行
」
と
い
う
、
単
な
る
「
歴
史
認
識
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
な
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

「
移
行
的
思
索
は
、
存
在
の
真
理
を
根
拠
づ
け
つ
つ
企
役
す
る
こ
と
を
、
歴
史
的
省
察
と
し
て
行
う
。
こ
の
場
合
歴
史
と
は
、
考
察
の

対
象
と
か
領
域
で
は
な
く
、
思
索
的
問
い
か
け
を
初
め
て
呼
び
覚
ま
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
の
決
定
の
場
所
と
し
て
思
索
的
問
い

か
け
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
の
シ
島
、
）

「
寄
与
」
の
概
成
は
、
『
存
在
と
時
間
」
の
よ
う
に
あ
る
種
の
段
階
的
な
手
続
き
を
踏
み
な
が
ら
論
述
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
思
索
の
概
要
は
、
「
移
行
の
歴
史
性
の
未
だ
克
服
さ
れ
て
い
な
い
根
本
概
要
」
（
○
臣
目
）
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
鳴
り

の
方
か
ら
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
確
認
し
つ
つ
説
明
す
る
こ
と
」
（
ご
己
・
）
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
近
代

科
学
の
形
態
で
の
歴
史
学
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
学
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
歴
史
的
省
察
に
お
い
て
は
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
『
寄
与
』
の
思
想
圏
に
お
い
て
は
、
○
の
、
、
宮
、
旨
の
と
言
⑫
８
『
一
Ｃ
の
区
別
は
厳
し
く
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
区

別
を
決
断
し
な
が
ら
思
索
を
進
め
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

三
『
寄
与
』
に
お
け
る
「
投
げ
渡
し
」
の
位
置
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7３ 
響
き
」
（
Ｑ
の
『
シ
コ
オ
ー
：
胸
）
、
「
投
げ
渡
し
」
（
目
印
Ｎ
こ
の
っ
一
の
｝
）
、
「
跳
蹴
」
（
。
⑦
『
の
己
『
目
的
）
、
「
根
拠
づ
け
」
（
＆
の
。
『
冒
目
長
）
、
「
将
‐

来
の
も
の
た
ち
」
（
日
の
国
巨
‐
百
口
［
肩
①
ロ
）
、
「
最
後
の
神
」
（
・
の
『
｜
の
貝
の
の
。
（
【
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
公
刊
さ
れ
た
テ

ク
ス
ト
で
は
、
概
要
の
全
体
を
予
め
見
通
す
「
予
見
」
（
ぐ
●
『
亘
一
。
【
）
と
い
う
節
が
岐
初
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、
回
顧
的
に
全
体
を

も
う
一
度
捉
え
る
試
み
と
し
て
、
「
存
在
」
（
の
○
百
）
と
い
う
節
が
一
番
最
後
に
付
け
加
わ
る
（
の
ン
霞
三
画
９
コ
。
『
｛
こ
の
⑫

頭
の
「
四
巨
凋
の
す
の
『
印
・
中
一
国
）
。
こ
う
し
て
『
寄
与
』
は
合
計
八
つ
の
節
か
ら
成
り
立
つ
ｃ
全
集
六
十
五
巻
の
順
番
で
い
く
と
、
「
投
げ
渡
し
」

は
三
番
目
の
節
と
な
る
。
こ
の
節
の
前
に
は
「
鳴
り
響
き
」
と
い
う
節
が
あ
り
、
後
に
は
「
跳
離
」
と
い
う
節
が
続
く
。

「
鳴
り
響
き
」
の
思
索
は
、
存
在
が
存
在
者
を
見
捨
て
る
と
い
う
「
存
在
棄
却
」
を
、
そ
の
様
々
な
諸
相
・
局
面
に
渡
っ
て
論
じ
る

（
６
）
 

も
の
で
あ
り
、
通
常
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
”
時
代
批
判
“
と
で
も
一
一
一
口
う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
「
鳴
り
緋
き
」
は
こ
れ
自
体
存
在

史
的
思
索
の
中
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
歴
史
の
原
初
へ
と
遡
行
し
、
存
在
の
真
理
を
思
索
す
る
た
め
の
出
発
点
で
あ

る
。
「
鳴
り
響
き
一
と
「
投
げ
渡
し
」
と
の
連
関
は
、
『
寄
与
』
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
マ
ン
の
言

う
よ
う
に
、
鳴
り
稗
き
の
中
で
開
示
さ
れ
る
、
お
の
れ
を
拒
絶
す
る
も
の
と
し
て
の
存
在
の
真
理
は
、
「
思
索
を
そ
の
固
有
の
歴
史
へ

（
汗
Ｉ
）

と
戻
る
よ
う
に
指
示
す
る
」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
思
索
の
固
有
の
歴
史
へ
と
歩
み
戻
る
行
程
の
中
で
、
「
投
げ
渡
し
」
が

展
開
さ
れ
る
。
一
〃
、
「
投
げ
渡
し
」
と
次
の
「
跳
躍
」
と
の
連
関
は
、
『
寄
与
』
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
「
投
げ
渡

し
は
、
ま
ず
、
岐
初
の
原
初
の
投
げ
渡
し
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
鼓
初
の
原
初
が
別
の
原
初
を
活
動
さ
せ
て
こ
う
し
た
相
互
の
投
げ
渡
し

か
ら
跳
躍
の
準
備
が
生
じ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
で
あ
る
。
」
（
の
シ
３
℃
）
「
跳
躍
」
と
は
、
「
エ
ル
ァ
ィ
グ
ニ
ス
と
し
て
の
存
在
へ
の
跳

雌
」
（
の
シ
団
目
②
）
で
あ
り
、
「
存
在
の
真
理
の
企
投
を
遂
行
す
る
こ
と
」
（
ロ
ン
訊
麗
や
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
別
の
原
初
に
お
い
て
開

示
さ
れ
る
、
根
源
的
な
存
在
の
本
質
へ
と
飛
び
込
む
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
跳
躍
を
準
術
す
る
こ
と

（
ぐ
・
【
ウ
⑦
『
⑦
冒
口
、
）
が
、
「
投
げ
渡
し
」
の
作
業
で
あ
り
、
「
跳
躍
」
は
「
投
げ
渡
し
」
か
ら
一
‐
由
来
し
発
現
す
る
」
（
の
臣
留
匿
）
と

い
っ
た
躯
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
寄
与
』
の
概
要
は
、
「
様
々
な
諸
対
象
に
つ
い
て
の
、
様
々
な
考
察
を
並
べ
て
い
る
」
（
○
少

３
ｍ
）
も
の
で
は
な
い
し
、
後
の
方
か
ら
最
初
の
万
へ
と
「
上
昇
」
（
一
豆
。
．
）
し
て
い
く
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
全
体
が
揮
然
一
体
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と
な
っ
て
織
り
成
す
、
中
心
無
き
、
思
索
と
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
な
の
で
あ
る
。

７
 
４
 

〈
§
）

で
は
一
体
「
投
げ
渡
し
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
〈
口
い
の
思
索
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
投
げ
渡
し
」
と
沢
し
た
Ｎ
［
］
の
ロ
の
一
は
、
そ
も
そ
も
日
常
の
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
は
、
球
技
で
な
さ
れ
る
「
送
球
」
、
「
パ
ス
」
と
い

（
リ
）

う
意
味
で
あ
る
。
動
詞
と
し
て
の
目
め
っ
一
の
一
の
コ
は
、
「
ｎ
分
の
チ
ー
ム
の
選
手
に
〔
ボ
ー
ル
や
パ
ッ
ク
を
〕
回
す
、
パ
ス
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
『
寄
与
」
で
一
番
最
初
に
こ
の
語
が
出
る
の
は
、
「
最
初
の
原
初
と
別
の
原
初
と
の
相
互
の
《
投
げ
渡
し
》
（
胃
の
亘
の
一

二
の
⑩
の
曰
の
一
目
［
］
且
□
の
⑪
四
目
の
『
の
コ
シ
コ
｛
四
目
の
目
の
ヨ
②
。
こ
の
「
）
」
（
の
シ
３
コ
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
Ⅱ
常
の
ド
イ
ツ
語
の

譜
感
と
し
て
、
原
初
と
原
初
と
の
川
に
球
技
の
パ
ス
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
こ
れ
目
体
奇
異
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
と
も
か
く
、
そ
う

し
た
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
目
切
目
の
一
を
日
本
語
と
し
て
ど
う
訳
す
か
と
い
う
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
ま
で

目
］
⑩
口
の
｝
に
つ
い
て
は
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
訳
語
の
ほ
か
に
、
「
働
き
合
い
」
、
「
球
戯
」
、
「
投
げ
か
け
」
、
「
送
返
球
遊
戯
」
な
ど
の

沢
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
『
寄
り
」
に
川
て
く
る
他
の
術
譜
と
同
様
、
疋
択
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
沢
離
で
は

切
亘
の
」
の
ど
（
戯
れ
る
、
活
動
す
る
）
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
明
瞭
に
Ⅲ
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、
本
論
で
は
暫
定
的
に
こ
の
訳
語
を
採
川
し
て

（
川
）

お
き
、
論
考
の
中
で
そ
の
全
体
的
意
味
を
明
ら
か
に
Ｉ
し
よ
う
と
思
う
。

「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
は
、
こ
れ
が
岐
初
の
原
初
と
の
「
対
決
」
、
つ
ま
り
形
而
ｋ
学
の
臓
山
と
の

「
対
決
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
投
げ
渡
し
」
の
節
の
一
頭
肢
初
の
文
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
岐
初
の
原
初
の
根
源

的
措
定
に
基
づ
く
、
別
の
原
初
の
必
然
性
の
対
決
（
彦
巨
の
Ｃ
旨
ロ
日
日
⑩
。
厨
目
、
）
。
」
（
の
彦
呂
］
＄
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
投
げ
渡
し
」
に

関
す
る
言
説
の
中
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
こ
の
「
対
決
」
と
い
う
語
を
語
り
、
「
投
げ
渡
し
」
の
ほ
と
ん
ど
言
い
換
え
と
な
っ
て
い
る

樹
所
さ
え
あ
る
（
の
シ
団
旨
奎
）
。
こ
こ
か
ら
こ
の
「
投
げ
渡
し
‐
｜
に
、
こ
れ
ま
で
の
思
想
家
と
の
「
対
話
」
と
い
う
意
味
が
含
懲
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
「
我
々
は
、
お
そ
ら
く
は
一
層
目
立
た
な
い
仕
方
で
、
ま
た
一
層
決
定
的
な
仕
方
で
、
歴
史
的
な
省
察
を
、
鹸
初
の

四
「
投
げ
渡
し
」
の
意
味
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7５ 
原
初
の
歴
史
に
つ
い
て
の
思
索
家
の
万
へ
と
導
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
彼
ら
の
問
い
を
保
持
し
問
い
な
が
ら
対
話
す
る
こ
と
（
Ｓ
の

（
『
畠
の
目
の
侭
菖
の
⑫
□
日
呂
の
）
で
、
思
い
が
け
ず
、
一
つ
の
問
い
か
け
を
植
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
の
シ
＆
一
＄
）
ま
た
、
『
寄
り
』
の

岐
初
の
節
、
「
予
見
」
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
「
移
行
に
お
け
る
思
索
は
、
真
理
の
存
在
の
岐
初
に
在
っ
た
も
の
と
、
存
在
の

真
理
の
終
局
の
将
来
的
な
も
の
と
を
対
話
へ
と
据
え
、
対
話
の
中
で
存
在
の
こ
れ
ま
で
問
わ
れ
な
か
っ
た
本
質
を
言
葉
に
も
た
ら
す
。
」

（
。
シ
呂
望
・
）
「
投
げ
渡
し
」
の
思
索
と
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
対
話
」
が
自
覚
的
に
遂
行
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
と
―
高
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
注
蔵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
対
話
」
と
い
っ
て
も
、
叩
純
に
解
釈
者
と
に
承
、
あ
る
い
は
脚
旦
と
他
者
と
い

う
図
式
で
こ
の
「
対
話
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
「
対
話
」
は
「
最
初
の
原
初
」

と
「
別
の
原
初
」
と
の
対
話
で
あ
り
、
ま
た
対
決
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
対
話
・
対
決
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
、
「
最
初
の

原
初
の
歴
史
」
な
る
も
の
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

岐
初
の
原
初
の
歴
史
と
は
、
→
一
回
う
ま
で
も
な
く
、
「
形
而
上
学
の
歴
史
」
（
○
シ
３
』
ヨ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
而
化
学
の
朧
史
を

問
題
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
個
々
の
教
説
の
異
同
や
展
開
過
程
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
。
「
形
而
上
学
が
そ
の
歴
史
に
お
い
て
初

め
て
看
取
さ
れ
る
の
は
、
形
而
上
学
の
主
導
の
問
い
が
把
捉
さ
れ
、
主
導
の
問
い
の
取
り
扱
い
が
展
開
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
」
（
ご
己
・
）

で
は
「
班
導
の
問
い
」
（
Ｓ
の
Ｆ
四
一
［
『
膳
の
）
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
「
（
存
在
者
の
）
存
征
の
問
い
」
（
の
シ
鼠
司
）
で
あ
り
、
疋
人
化
す

れ
ば
「
『
（
『
Ｃ
ｓ
”
存
在
者
と
は
何
か
」
（
一
ヶ
三
・
）
と
な
る
。
そ
し
て
「
こ
こ
で
は
存
在
は
存
在
者
性
を
意
味
す
る
」
（
一
一
〕
国
・
）
。
つ
ま

り
、
「
コ
イ
ノ
ン
、
各
々
の
存
在
者
に
と
っ
て
共
皿
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
思
念
さ
れ
た
も
の
」
（
旨
。
．
）
が
存
在
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
並
導
の
問
い
は
、
「
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
至
る
ま
で
」
（
の
シ
＆
』
屋
）
規
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
存
在
者
の
存
在
、
存
在
者
性
と
い
う
規
定
、
ウ
ー
シ
ァ
に
と
っ
て
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
告
げ
る
こ
と
が
「
答
え
」
（
の
シ
禽

引
）
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
「
答
え
」
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
い
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
主
導
の
問
い
」
に
対
し
て
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー

は
「
根
本
の
問
い
」
（
曰
の
○
日
目
［
『
膳
の
）
と
い
う
も
の
を
立
て
る
。
「
根
本
の
問
い
」
は
「
存
在
の
本
質
活
動
（
言
の
の
目
狛
）
へ
の

問
い
」
（
の
』
段
忌
）
で
あ
り
、
「
真
理
を
先
行
的
に
問
う
こ
と
（
ｓ
ｏ
く
・
『
，
［
『
口
晩
の
『
】
α
◎
す
Ｑ
の
『
ミ
ロ
ゴ
『
。
⑦
一
芹
）
」
（
旨
○
・
）
と
筒
わ
れ
る
。

こ
の
問
い
を
定
式
化
す
れ
ば
、
「
存
在
は
如
何
に
本
質
的
に
活
動
す
る
か
（
昌
○
ョ
の
⑩
〔
８
ｍ
ｍ
の
百
）
」
（
○
言
、
葛
）
、
「
存
在
の
真
理
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「
決
し
て
反
動
（
○
の
、
ｏ
目
の
言
の
頤
自
由
）
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
反
動
や
抵
抗
力
は
そ
の
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が

抵
抗
す
る
当
の
も
の
（
二
？
胸
凋
の
ロ
）
に
よ
っ
て
、
と
も
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
同
じ
も
の
の
転
倒
と
い
う
形

態
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
反
‐
動
は
歴
史
の
本
質
的
な
変
化
に
と
っ
て
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
反
上
ｕ
は
、

そ
れ
自
ら
の
勝
利
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
勝
利
さ
れ
る
も
の
に
し
っ
か
り
絡
み
合
っ
て
い
る
。
」
（
の
シ
⑦
臼
思
）

こ
れ
は
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
非
合
理
主
義
に
つ
い
て
批
判
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
に
つ
い
て
批
判
す
る
場
合
な
ど

に
も
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
単
純
な
敵
対
は
そ
れ
が
敵
対
す
る
当
の
も
の
に
よ
っ
て
絡
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
対
決
」
も
、
「
粗
野
な
拒
否
と
い
う
意
味
」
（
○
患
臼
田
）
で
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
か
と
言
っ
て
、
弁
証
法
的
な
「
別
の

も
の
に
お
け
る
最
初
の
も
の
の
止
揚
と
い
う
意
味
」
（
一
三
二
・
）
で
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
「
移
行
的
思
索
に
と
つ

『
寄
与
』

「
移
行
（
〔

て
も
、
扇

て
い
る
。

と
は
何
か
（
三
四
の
一
⑩
｛
＆
の
三
島
『
ロ
の
一
己
の
⑪
の
①
胃
⑫
）
」
（
○
９
２
「
』
）
と
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
存
在
は
答
え
で
は
な
く
「
最

も
問
う
に
値
す
る
も
の
（
目
の
句
『
囚
い
‐
ミ
ロ
ａ
－
ｍ
の
（
の
）
」
（
の
ン
鼠
司
）
だ
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
存
在
の
歴
史
を
考
え
る
場
合
、
「
存
在
の
問
い
」
が
問
題
と
さ
れ
、
「
存
在
の
問
い
」
を
軸
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴

史
が
洞
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
「
投
げ
渡
し
」
は
「
存
在
の
問
い
か
け
の
投
げ
渡
し
（
目
の
田
口
⑰
宮
の
｝
・
の
⑪
局
『
畠
の
ロ
の

目
呂
Ｑ
の
白
の
の
百
）
」
（
の
ン
の
ｇ
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
言
う
歴
史
に
お
い
て
は
、
「
存
在
の
問
い
」
が
最
も
原

理
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
少
員
四
目
な
の
で
あ
る
。

こ
は
、
「
主
導
の
問
い
」
の
歴
史
に
「
根
本
の
問
い
」
の
滕
史
を
対
置
さ
せ
て
、
「
鹸
初
の
原
初
」
か
ら
「
別
の
原
初
」
へ
の

（
ロ
ワ
の
『
恩
息
）
」
を
め
ざ
す
。
「
最
初
の
原
初
」
と
の
「
対
決
」
が
「
投
げ
渡
し
」
の
思
索
で
あ
る
。
だ
が
「
対
決
」
と
い
つ

「
形
而
上
学
」
に
反
動
的
に
敵
対
し
、
そ
れ
を
否
定
し
て
捨
て
去
る
一
」
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
点
を
再
三
強
調
し

五
「
投
げ
渡
し
」
の
構
造
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7７ 
て
Ⅲ
題
な
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
形
而
上
学
》
が
新
た
に
動
員
さ
れ
る
よ
う
な
、
《
形
而
上
学
》
に
た
い
す
る
く
敵
》
な
の
で
は
な

く
、
形
而
上
学
の
、
そ
の
根
底
か
ら
の
克
服
で
あ
る
」
（
。
シ
３
」
固
［
）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
「
最
初
の
原
初

と
別
の
原
初
の
対
決
は
、
主
導
の
問
い
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
、
し
た
が
っ
て
〈
形
而
上
学
》
を
、
一
つ
の
〈
誤
り
〉
と
し
て
証
示
す

る
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
断
じ
て
あ
り
え
な
い
」
（
○
宅
』
認
）
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
う
な
る
と
、
形
而
上
学
に
対
す
る
か
か
わ
り
方
は
如
何
な
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
最

初
の
原
初
（
す
な
わ
ち
そ
の
歴
史
）
を
根
源
的
に
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
別
の
原
初
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と
立
脚
す
る
一
」
と
を
意

（
Ⅲ
）
 

味
す
る
」
（
の
シ
霞
」
「
］
）
。
別
の
原
初
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
、
最
初
の
原
初
を
役
に
立
た
な
い
も
の
と
し
て
、
「
後
に
す
る
」
よ
う
な

こ
と
で
は
な
く
、
肢
初
の
原
初
を
根
源
的
に
捉
え
返
し
、
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
形
而
上
学
の
歴
史
を
そ
の

本
質
に
お
い
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
別
の
原
初
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
省
察
は
、
「
別
の
原
初
か
ら

発
現
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
「
別
の
原
初
は
、
新
た
な
根
腺
性
か
ら
、
岐
初
の
原
初
に
そ
の
歴
史
の
真
理
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
岐

初
の
原
初
の
譲
渡
で
き
な
い
最
も
固
有
な
別
種
性
を
得
さ
せ
る
。
こ
の
別
種
性
だ
け
が
、
思
索
す
る
者
た
ち
の
歴
史
的
対
話
に
お
い
て
、

尖
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
の
シ
鼠
一
召
）
形
而
上
学
の
歴
史
は
、
一
方
で
「
克
服
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方

で
根
源
的
に
我
が
も
の
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
二
義
的
な
事
態
こ
そ
、
「
投
げ
渡
し
」
の
開
示
す
る
べ
き
事
柄
と
言
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
移
行
的
思
索
に
お
い
て
《
形
而
上
学
〉
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
語
り
が
二
義
的
に
な
る
の
で
あ
る
」

（
の
シ
鼠
］
。
）
。
こ
う
し
た
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
二
義
的
な
語
り
が
出
て
く
る
こ
と
の
理
山
は
、
『
寄
与
』
の
次
の
言
葉
に
鮫
も
端
的

に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
移
行
的
思
索
は
、
…
…
力
ず
く
で
形
而
上
学
の
習
慣
を
振
り
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
思

索
は
、
伝
達
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
形
而
上
学
的
思
考
の
軌
道
を
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
で
い
て
常
に
別
の
も
の
を
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
」
（
の
シ
・
忌
雪
屋
Ｓ

し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
個
々
の
哲
学
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
「
形
而
上
学
」
で
あ
り
「
存
在
忘
却
」
で
あ
る
と
し
て
捨
て
去
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
「
偉
大
な
る
哲
学
」
と
し
て
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
｜
‐
最

初
の
原
初
の
歴
史
は
、
無
益
さ
の
仮
象
や
単
な
る
誤
り
か
ら
完
全
に
取
り
出
さ
れ
て
、
今
や
は
じ
め
て
偉
大
な
輝
き
が
こ
れ
ま
で
の
す
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こ
こ
か
ら
「
投
げ
渡
し
」
が
、
具
体
的
な
作
業
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
者
の
思
想
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
し
か
し
そ
こ
に
別

の
も
の
を
読
み
取
る
と
い
う
、
読
み
換
え
の
営
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
引
用
文
の
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
以
下
の

読
み
換
え
を
方
向
づ
け
る
の
が
、
「
別
の
原
初
」
で
あ
り
、
別
の
原
初
を
探
求
す
る
「
根
本
の
問
い
」
で
あ
ろ
う
。
偉
大
な
哲
学
は
、

「
主
導
の
問
い
」
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
「
根
本
の
問
い
」
へ
砿
じ
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ

れ
ら
の
偉
大
な
哲
学
を
「
そ
そ
り
た
つ
山
々
」
（
。
シ
３
］
田
）
と
い
う
比
嶮
で
語
る
が
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
我
々
の
前
に
偉
大
な
山
々

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
「
真
性
の
思
索
的
対
決
」
（
忌
国
・
）
に
よ
っ
て
山
々
が
存
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
休

大
な
哲
学
と
の
対
決
は
ｌ
主
導
の
闘
い
の
騰
史
の
内
部
に
お
け
る
形
而
上
学
的
根
本
態
度
と
し
て
Ｉ
次
の
よ
う
な
仕
方
で
目
論
み

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
が
本
質
的
に
な
っ
て
、
山
の
間
の
山
と
し
て
存
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
哲

べ
て
の
思
索
的
作
品
に
襲
っ
て
く
る
」
（
の
シ
３
」
ヨ
）
と
。
も
っ
と
も
、
そ
の
偉
大
さ
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
評
価
と
は
全
く

別
の
尺
度
で
な
さ
れ
る
、
全
く
別
の
偉
大
さ
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
投
げ
渡
し
」
の
節
に
お
い
て
、
移
行
的
思
索
の
課
題
の
圏

域
に
は
「
〈
歴
史
的
な
〉
識
義
」
（
の
ｇ
臼
司
）
が
属
し
て
い
る
と
言
い
、
次
の
よ
う
な
哲
学
者
と
そ
の
哲
学
の
読
み
方
を
提
示
し
て

い
る
。「
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
問
題
設
定
の
見
極
め
が
た
い
多
様
性
を
看
取
す
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
ロ
己
・
Ｃ
ｓ
）
、
モ
ナ
ス
の
代

わ
り
に
現
Ｉ
存
在
を
思
索
す
る
こ
と
。

カ
ン
ト
の
主
要
な
歩
み
を
迫
遂
行
す
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
超
越
論
的
」
発
端
を
現
Ｉ
存
在
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
。

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
由
の
問
い
を
問
い
ぬ
く
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
様
相
」
の
問
い
を
別
の
根
拠
に
も
た
ら
す
こ
と
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
を
支
配
的
な
視
線
に
も
た
ら
す
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
く
反
対
に
思
索
す
る
こ
と
。

蛾
も
近
い
者
と
し
て
ニ
ー
チ
ニ
と
の
対
決
を
敢
行
す
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
が
存
在
の
問
い
か
ら
雌
も
遠
く
に

（
昭
）

い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
。
」
（
旨
。
。
）
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7９ 
学
の
雌
も
本
質
的
な
も
の
を
存
立
に
も
た
ら
す
、
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
」
（
の
シ
段
』
田
）
つ
ま
り
「
対
決
」
は
、
「
主
導
の
問
い
」
の

歴
史
の
内
部
に
あ
っ
て
、
「
主
導
の
問
い
」
を
「
根
本
の
問
い
」
の
方
か
ら
展
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
哲
学
の
「
偉
大

さ
‐
｜
は
後
世
に
与
え
た
影
稗
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
哲
学
に
あ
る
「
問
い
」
の
人
き
さ
で
あ
り
、
「
問
い
」
の
展
側

可
能
性
の
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
形
而
上
学
の
歴
史
に
対
す
る
二
義
的
な
関
わ
り
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
「
岐
初
の
原
初
」
と
「
別
の
原
初
」

の
歴
史
は
独
立
し
た
二
つ
の
歴
史
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
二
つ
の
原
初
の
関
係
は
、
根
拠
と
州
結
の
関
係
で
も
な
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
一
「
最
初
の
原
初
へ
の
立
ち
帰
り
（
《
反
‐
復
》
）
は
、
恰
も
過
去
の
も
の
が
通
常
の
意
味
で
再
び

《
現
実
的
〉
に
さ
れ
う
る
か
の
如
く
、
過
去
の
も
の
へ
と
移
動
す
る
こ
と
で
は
断
じ
て
な
い
。
玻
初
の
原
初
へ
の
立
ち
締
り
は
、
む
し

ろ
ま
さ
し
く
、
最
初
の
原
初
か
ら
の
遠
ざ
か
り
で
あ
り
、
遠
ざ
け
て
お
く
こ
と
（
局
の
曰
⑩
扇
一
一
旨
い
）
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
遠
ざ
け
て
お
く
こ
と
は
、
か
の
原
初
に
お
い
て
か
の
原
初
と
し
て
始
ま
る
も
の
を
経
験
す
る
た
め
に
必
至
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
遠
ざ
け
て
お
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
…
…
我
々
は
原
初
に
あ
ま
り
に
も
近
く
居
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
。
シ
段
」
忠
）
こ
こ
に

は
、
ま
さ
に
存
在
の
歴
史
を
探
求
す
る
こ
と
に
お
け
る
「
近
さ
」
と
「
速
さ
」
の
妙
味
が
語
ら
れ
て
い
る
。
存
在
の
歴
史
の
探
求
は
、

伝
統
に
つ
か
ず
離
れ
ず
に
な
さ
れ
る
思
索
で
あ
る
。

ペ
ゲ
ラ
ー
は
、
技
術
と
芸
術
の
相
互
的
か
つ
対
立
的
関
係
を
、
何
の
説
明
も
な
く
「
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
ム
ス
（
シ
三
緒
・
ゴ
ー
の
ョ
■
の
）
」

（
川
）

と
雪
□
い
換
え
て
い
る
。
こ
の
概
念
を
哲
学
的
な
重
要
概
念
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
が
想
起
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
歴
史

哲
学
に
お
い
て
、
こ
れ
は
「
非
社
交
的
社
交
性
」
と
い
う
人
間
の
性
癖
と
定
義
さ
れ
、
歴
史
の
原
動
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い
て
は
、
原
初
相
互
の
「
投
げ
渡
し
」
が
、
人
間
の
性
癖
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
し
、
ま
た
、
通
常
の
概
念
で
の
歴
史
の

原
動
力
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
「
別
の
原
初
「
一
へ
の
「
移
行
一
が
、
「
最
初
の
原
初
」
と
「
別
の
原
初
」
と
の
相
互
の
「
投

げ
渡
し
」
。
「
対
決
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
あ
る
煎
の
「
ア
ン
タ
ゴ
ー
ー
ス
ム
ス
」
と
呼
ん
で
も
不
当
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
投
げ
渡
し
」
の
理
解
に
積
極
的
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
カ
ン
ト
の
「
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
ム

ス
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
知
」
に
繋
が
る
思
想
と
考
え
ら
れ
た
り
も
す
る
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
岐
終
目
標
の
永
久
平
和
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8０ 
（
Ⅲ
）
 

に
お
い
て
も
こ
れ
が
保
存
・
維
持
さ
れ
、
決
し
て
根
絶
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
『
寄
与
』
の
思
想

に
お
い
て
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
存
在
の
歴
史
の
「
ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
ム
ス
」
と
言
っ
て
も
、
対
立
抗
争
を
通

じ
て
、
将
来
別
の
原
初
に
お
い
て
形
而
上
学
の
騰
史
が
終
わ
り
を
告
げ
、
嵐
ば
し
い
存
在
の
思
索
に
戯
れ
る
世
界
が
開
か
れ
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
別
の
原
初
か
ら
す
る
歴
史
は
、
ど

こ
ま
で
も
妓
初
の
原
初
を
ネ
ガ
と
し
て
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
投
げ
渡
し
」
的
関
係
を
維
持
し
続
け
る
と
見
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
（
も
っ
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
は
言
っ
て
は
い
な
い
が
。
）
こ
の
点
は
、
「
最
初
の
原
初
」
と
「
別
の
原
初
」

（
旧
〉

と
の
関
係
か
ら
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
最
初
の
原
初
は
ど
こ
ま
で
も
唯
一
反
復
さ
れ
る
も
の
」
（
の
シ
』
ｍ
・

一
患
）
葱
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
別
の
臓
初
は
ｌ
ま
る
で
雌
迩
の
も
の
を
振
り
総
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
ｌ
雌
初
の
原

初
と
の
歴
史
か
ら
の
断
絶
で
は
な
い
。
そ
れ
は
別
の
原
初
と
し
て
、
一
つ
の
し
か
も
最
初
の
原
初
に
本
質
的
に
連
繋
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
（
旨
二
・
）
。
し
た
が
っ
て
、
岐
初
の
原
初
か
ら
別
の
原
初
へ
の
移
行
は
、
断
絶
で
も
な
け
れ
ば
、
連
続
で
も
な
い
。
あ
え
て
言
え

ば
、
そ
れ
は
〃
転
調
“
と
で
も
言
う
べ
き
事
態
で
あ
錘
。

も
ち
ろ
ん
雛
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
鬼
服
や
形
而
上
学
の
終
わ
り
を
語
り
、
「
西
洋
形
而
上
学
」
と
い
う
名
の
も
と

に
歴
史
を
一
括
し
、
さ
ら
に
後
年
に
至
っ
て
は
「
存
在
の
終
末
論
」
（
の
シ
留
目
）
と
い
う
言
い
方
ま
で
す
る
。
し
か
し
ハ
ィ
デ
ガ
ー

は
、
未
来
の
歴
史
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
し
（
。
シ
＆
］
ゴ
）
、
か
の
歴
史
の
二
義
性
の
思
索
は
、
ど
こ
ま
で
も

統
一
を
許
さ
ず
、
そ
れ
を
拒
む
性
絡
の
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
を
終
末
論
的
に
大
き
な
物
語
り
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を

ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
禁
止
す
る
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
投
げ
渡
し
」
の
思
索
は
、
存
在
棄
却
の
鳴
り
響
き
に
促
さ
れ
て
、
エ
ル
ァ
イ
グ
ニ
ス
と
し
て
の
存
在
へ
の
跳
躍

を
準
備
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
、
般
初
の
原
初
と
の
対
決
の
試
み
で
あ
る
。
こ
の
対
決
は
、
形
而
上
学
を
否
認
し
て
捨
て
去
る
こ
と
で

六
結
び
に
代
え
て
ｌ
縢
史
の
土
壌
Ｉ
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８１ 

ハ
ィ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
エ
ル
ァ
イ
グ
ニ
ス
は
根
源
的
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
○
シ
呂
圏
）
。
エ
ル
ァ
イ
グ
ニ
ス
は
い
わ
ゆ
る

出
来
事
で
は
な
い
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
オ
ン
テ
ィ
シ
ュ
な
次
元
の
出
来
事
で
は
な
い
。
し
か
し
エ
ル
ア
イ
グ
ニ
ス
は
、
何
か
が
「
起

こ
る
」
と
い
う
こ
と
の
、
そ
の
根
底
に
働
く
存
在
の
真
相
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
出
来
事
と
全
く
関
係
が
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
何
か
が
「
起
こ
る
」
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
秘
め
ら
れ
た
、
名
状
し
が
た
き
事
実
性
、
こ
れ
が
エ
ル
ア
イ

グ
ニ
ス
と
し
て
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
別
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
歴
史
の
土
壌
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

歴
史
学
的
説
明
の
も
つ
一
面
性
か
ら
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
何
よ
り
も
ま
ず
、
原
初
的
な
も

の
の
秘
匿
性
が
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
説
明
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
必
然
的
に
原
初
に
は
到
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
原
初
的
な

は
な
く
、
形
而
上
学
の
歴
史
を
根
源
的
に
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
形
而
上
学
の
偉
大
な
哲
学
に
肉
薄
し
て
、

思
索
を
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に
読
み
換
え
、
別
の
原
初
の
思
索
に
転
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
形
而

上
学
の
歴
史
は
二
義
的
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
読
み
換
え
、
あ
る
い
は
二
義
性
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
別

の
原
初
に
他
な
ら
な
い
。
別
の
原
初
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
歴
史
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
問
わ
れ
う
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
省
察
は
別
の
原
初
の
万
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
別
の
原
初
は
読
み
換
え
の
方
向
性
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
別
の
原
初
は
実
の
と
こ
ろ
、
先
取
り
さ
れ
た
、
解
釈
の
「
理
念
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
理
念
」〈
脆
〉

と
一
一
一
一
口
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
、
存
在
者
性
で
は
な
い
「
存
在
の
真
理
」
を
問
う
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
り
、
問
う
こ
と
の
軌
道
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
投
げ
渡
し
」
が
最
初
の
原
初
と
別
の
原
初
と
の
相
互
の
活
動
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
伝
承
の
中
に
遊
び
の
ロ
区
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
原
初
ど
お
し
の
活
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
投
げ
渡
し
は
、
そ
れ
故
本
来
的

に
は
、
解
釈
者
の
「
意
図
」
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
存
在
の
歴
史
の
省
察
に
お
い
て
、
解
釈
者
の
「
意
図
」
と
は
異
な
っ
た
読
み
、（
旧
）

「
意
図
」
以
上
の
、
あ
る
い
は
「
意
図
」
に
反
し
た
読
み
が
生
じ
る
こ
と
、
こ
れ
が
田
口
印
ｂ
一
の
一
の
活
動
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
解
釈
者
で
あ
る
人
間
の
関
与
は
限
り
な
く
後
景
に
退
く
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
関
与
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
「
人
間
の
番
人
性
が
別
の
歴
史
の
根
拠
で
あ
る
」
（
の
シ
３
画
色
）
と
。
｜
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

に
は
、
解
釈
》

「
意
図
」
以
卜

こ
こ
で
は
、
趣

る
。
ハ
イ
デ
》

で
あ
ろ
う
か
。
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8２ 
も
の
を
お
の
れ
の
方
へ
引
き
ず
り
降
ろ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
説
明
に
よ
っ
て
外
見
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
」

（
の
シ
霊
』
患
）
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
存
在
の
番
人
」
と
い
う
こ
と
で
言
わ
ん
と
す
る
の
は
、
歴
史
学
的
説
明
に
回
収
で
き
な
い

こ
の
歴
史
の
土
壌
を
保
謎
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
番
人
と
し
て
、
人
間
が
歴
史
的
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
し
て
一
「
存
在
と
人
間
と
の
述
関
に
お
い
て
」
、
「
歴
史
は
根
拠
づ
け
ら
れ
う
る
」
（
Ｃ
シ
＆
お
い
）
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
番
人

性
が
別
の
歴
史
の
根
拠
」
と
い
う
こ
と
の
趣
味
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
が
ｏ
の
門
｝
〕
旨
Ｃ
三
の
と
勇
鮠
（
・
『
一
①
と
を
厳
し

く
区
別
す
る
理
由
も
こ
の
点
に
極
ま
る
。
し
て
み
れ
ば
、
投
げ
渡
し
は
最
初
の
原
初
と
別
の
原
初
と
の
相
互
の
働
き
合
い
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
、
歴
史
の
土
壌
を
守
り
な
が
ら
、
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
を
見
取
る
べ
く
、
思
索
者
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
が
深

く
関
与
し
て
お
り
、
原
初
の
投
げ
渡
し
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
関
与
を
ま
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
営
み
な
の
で
あ
る
。

（
１
）
た
だ
し
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
以
降
、
お
そ
ら
く
コ
ニ
叩
葉
に
つ
い
て
の
対
話
」
ま
で
、
「
解
釈
学
一
と
い
う
ｒ
川

葉
を
便
川
し
な
く
な
る
。
そ
れ
は
こ
の
語
の
も
つ
超
越
論
的
・
主
観
独
銭
的
な
艀
き
を
愛
旗
す
る
と
い
う
班
川
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
飛
行
は
、

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
ル
ク
ス
の
言
う
よ
う
に
、
後
期
の
存
在
史
的
思
索
の
営
み
を
「
解
釈
学
的
」
と
特
徴
づ
け
て
よ
い
と
考
え
る
。
ご
ｍ
一
・

三
の
『
『
］
ｃ
『
三
四
『
〆
『
。
】
ロ
ー
匪
呂
｛
ロ
『
二
目
の
ご
三
色
電
○
『
ご
二
号
の
⑫
ニ
ョ
ョ
目
狛
の
『
】
⑦
ヨ
の
『
三
ｎ
頁
日
の
Ｅ
で
耳
⑫
一
⑪
ｎ
コ
目
向
一
三
六
・
局
の
］
寅
三
○
曰
の
『

『
の
『
｜
眉
。
ご
忠
（
「
地
上
に
尺
度
は
あ
る
か
』
上
斐
糀
・
米
川
美
智
子
訳
、
未
来
社
、
『
一
五
三
頁
参
照
。
）

（
２
）
『
寄
与
』
の
歴
史
論
に
関
す
る
数
少
な
い
研
究
と
し
て
、
次
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
村
井
則
夫
一
歴
史
が
歴
史
と
な
る
と
こ
ろ
Ｉ
ハ
ィ

デ
ガ
ー
「
哲
学
へ
の
寄
与
』
の
歴
史
論
ｌ
」
（
実
存
思
想
協
会
編
『
死
生
実
存
思
想
論
集
Ⅷ
』
理
想
社
、
一
九
九
八
年
）

（
３
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
粉
神
史
」
（
の
⑦
】
い
｛
の
、
淀
（
）
め
Ｃ
三
目
房
）
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
「
柿
神
一
を
「
対
象
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
歴
史
学

的
考
察
」
に
す
ぎ
な
い
と
見
て
い
る
。
（
の
少
怠
、
金
）

（
４
）
ち
な
み
に
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、
ハ
ィ
デ
ガ
ー
の
歴
史
論
に
つ
い
て
、
存
在
が
意
識
を
規
定
す
る
と
い
う
唯
物
論
的
テ
ー
ゼ
と
分

か
ち
合
う
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
否
『
一
［
◎
三
一
畳
屡
三
の
ロ
⑫
ｎ
コ
目
。
。
の
⑪
、
三
。
三
の
富
・
－
頁
の
ぎ
）
二
一
．
胃
、
Ｃ
ゴ
ュ
【
（
の
。
函
・
ｍ
Ｅ
｛
一
恩
『
戸

《
注
》

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
川
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
災
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
を
賂
犯
し
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。
た
だ
し
『
存
在
と
時

間
』
に
関
し
て
は
⑫
Ｎ
と
略
し
、
ｇ
登
冨
の
日
ｇ
ｏ
『
版
か
ら
引
川
す
る
。
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8３ 
②
。
』
『
Ｐ

（
５
）
こ
の
「
歴
史
的
省
察
」
と
「
存
在
史
的
思
索
」
と
は
、
た
だ
ち
に
同
じ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
歴
史
的
な
省
察
は
、

そ
の
遂
行
可
能
性
の
根
拠
を
存
在
史
的
思
索
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
。
」
（
の
ン
鼠
』
ご
）

（
６
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
「
存
瀧
の
鳴
り
辮
誉
ｌ
『
哲
学
へ
の
寄
与
」
に
み
ら
れ
る
時
代
批
判
に
つ
い
て
Ｉ
」
（
法
政
大
学
大
学
院
糠
学

専
攻
発
行
『
哲
学
年
誌
』
第
二
十
六
号
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
句
『
一
の
ロ
ユ
。
｝
］
‐
二
『
―
―
ず
の
｜
白
く
Ｃ
コ
エ
の
『
『
冒
空
ゴ
ロ
。
ご
く
●
ぬ
○
一
コ
⑩
両
『
⑦
一
瞬
己
⑫
侭
巨
ヨ
Ｃ
三
の
的
、
の
『
い
》
国
国
（
『
凹
碩
。
【
】
鵠
巨
『
宅
三
一
○
鋲
。
己
冨
の
《
。
ご
｝
一
一
○
ユ
○

宍
一
○
⑩
百
『
『
『
屋
ロ
ゴ
・
句
『
■
『
】
寿
［
■
『
一
口
・
三
・
］
や
垣
一
・
の
．
。
。
。

（
８
）
「
投
げ
渡
し
」
と
い
う
節
は
、
そ
の
内
容
を
大
き
く
分
け
れ
ば
、
九
十
六
稲
の
断
片
あ
た
り
を
境
に
、
｜
‐
投
げ
渡
し
」
や
「
移
行
」
に
つ
い
て

の
思
索
と
、
形
而
上
学
の
歴
史
に
関
す
る
洞
察
（
言
う
な
れ
ば
歴
史
叙
述
）
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
「
投
げ
渡
し
」

と
い
う
思
索
の
徳
学
的
性
格
を
歯
牙
の
側
に
職
く
こ
と
か
ら
、
後
者
の
部
分
を
考
察
の
外
と
す
る
。

（
９
）
己
巨
（
一
目
・
己
口
吻
鯖
『
○
ｍ
の
三
α
『
富
「
ご
［
一
呂
号
『
烏
二
扇
。
｝
〕
の
『
】
印
己
『
：
冒
屡
Ｎ
［
］
い
つ
一
の
一
息
巨
船
ご
一
ｃ
ｌ
の
ロ
の
項
目
を
参
照
。

（
、
）
Ｎ
辰
已
の
一
と
い
う
概
念
自
体
は
、
そ
の
後
の
ハ
ィ
デ
ガ
ー
極
学
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
お
ら
ず
、
中
心
概
念
と
は
言
い
が
た
い
。

殿
晩
年
の
『
思
索
の
事
柄
へ
』
で
は
出
て
く
る
が
、
そ
こ
で
は
「
時
間
の
第
四
の
次
元
」
と
呼
ば
れ
、
「
寄
与
」
の
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ご
錆
一
・
四
８
の
ぬ
い
の
『
・
園
巨
『
、
：
ゴ
の
Ｃ
目
穴
Ｃ
『
一
⑬
．
巨
凹
〆
冨
Ｃ
ゴ
】
の
］
の
『
・
』
患
Ｐ
②
．
】
ｍ
・

（
ｕ
）
た
だ
し
「
我
が
も
の
と
す
る
」
と
訳
し
た
目
・
一
淀
二
目
ｍ
は
「
捧
げ
る
」
と
も
読
め
る
。

（
皿
）
こ
こ
で
の
哲
学
は
す
べ
て
ド
イ
ツ
の
哲
学
で
あ
る
。
西
洋
の
形
而
上
学
の
歴
史
の
中
に
は
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
、
他
の

言
語
圏
の
哲
学
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

（
旧
）
○
匡
○
で
。
媚
鷺
一
。
『
》
エ
の
三
の
ぬ
い
⑤
『
巨
己
』
＆
●
。
曾
日
ｇ
〕
の
巨
二
唾
呂
の
弓
三
一
○
ｍ
Ｃ
己
三
の
．
ご
Ｃ
『
｜
愚
宍
口
『
】
シ
｜
ご
曾
再
『
の
】
ワ
こ
『
更
筥
邑
ご
ｎ
言
。
』
龍
⑭
．
ｍ
・
一
ろ
．

（
ｕ
）
胄
日
三
四
日
］
の
一
宍
些
二
・
三
の
息
□
ず
］
妙
一
六
○
の
『
⑫
胃
⑥
『
一
・
日
．
』
ミ
・

（
焔
）
『
寄
与
』
の
次
の
言
説
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。
「
形
而
上
学
の
歴
史
は
、
存
撤
の
根
源
的
な
企
投
に
お
い
て
歴
史
の
本
甑
が
は
じ
め
て
活

動
し
始
め
る
時
で
さ
え
、
突
き
放
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
の
津
’
３
の
・
畠
Ｓ

（
焔
）
こ
の
転
綱
の
性
格
が
蛾
も
み
ご
と
に
出
て
く
る
の
は
、
講
義
『
根
拠
の
命
題
』
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅳ
）
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
“
理
念
”
の
持
つ
磁
力
は
あ
ま
り
に
強
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト

解
釈
は
、
通
常
の
解
釈
か
ら
す
る
と
強
引
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
批
判
よ
り
も
ま
し
て
問
迦
な
の
は
、
こ
の
強
い
磁

力
に
よ
っ
て
、
投
げ
渡
し
の
相
互
性
が
十
分
に
出
て
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
投
げ
渡
し
」
に
お
い
て
伝
承
の
テ
ク
ス
ト
が
別
様
に
読
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
日
ど
の
己
ｇ
】
二
鳴
呂
で
あ
っ
て

ぐ
】
の
］
：
員
鴛
の
笄
で
は
な
い
。
果
た
し
て
、
「
別
の
原
初
」
の
自
二
の
『
と
い
う
こ
と
に
、
同
一
の
意
味
に
回
収
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
複
数
的
な
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（
肥
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
思
索
の
営
み
で
あ
る
以
上
、
ガ
ダ
マ
ー
の
強
調
す
る
「
思
弁
」
の
働
き
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
顛
菖
⑩
‐
の
⑦
。
温

○
昌
四
日
日
の
『
・
三
島
『
胃
耳
巨
ゴ
ニ
言
の
言
○
局
ｍ
・
虐
屋
【
た
だ
し
、
こ
の
「
投
げ
渡
し
」
に
は
言
葉
の
次
元
に
関
す
る
思
索
が
出
て
こ
な
い
。

こ
の
点
が
、
解
釈
学
の
問
題
群
の
中
で
「
投
げ
渡
し
」
を
考
え
る
こ
と
の
限
界
点
で
あ
る
。

は
、
「
同

し
た
い
。

意
味
を
読
み
取
る
可
能
性
は
開
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
実
践
が
め
ざ
す
「
同
じ
も
の
」
（
の
鈩
留
屋
）

は
、
「
同
一
の
意
味
」
と
言
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
本
質
的
な
他
性
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
の
課
題
と

（
ド
イ
ツ
哲
学
・
第
一
教
護
部
兼
任
講
師
）
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