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」

カ
フ
カ
を
生
涯
苦
し
め
た
も
の
、
そ
し
て
彼
の
文
学
の
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
彼
は
、
自
分
が
生
き
る
に
価
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
、
生
き
る
こ
と
と
文
学
と
は
同
義
だ
っ
た
か

ら
、
自
分
の
文
学
が
存
在
に
価
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
と
何
を
共
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
ほ
と
ん
ど
私
と
共
有
す
る
も
の
を
持
た
ず
、
自
分
が
呼
吸
で
き
る
と

（
Ⅱ
）
 

い
う
｝
」
と
に
満
足
し
て
、
静
か
に
片
隅
に
立
っ
て
い
る
べ
き
だ
ろ
う
。

カ
フ
カ
の
日
記
に
次
の
よ
う
な
一
節
二
九
一
四
年
一
月
八
日
）
が
あ
る
。

「
人
間
」
と
「
国
民
」

Ｉ 

「
謝
れ
て
よ
い
の
な
ら
、
お
前
の
ｚ
島
◎
コ
は
何
だ
ね
？
」

ジ
ェ
イ
ム
ズ
◇
ジ
ョ
イ
ス

内
田
俊

と
市
民
は
言
う
。

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
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こ
の
一
節
は
通
例
、
カ
フ
カ
が
自
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欠
如
に
、
い
か
に
悩
ん
で
い
た
か
の
証
拠
と
し
て
引
か
れ

２
 

る
も
の
で
あ
る
．
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
ｌ
彼
が
一
時
期
傾
倒
し
た
イ
デ
ィ
ッ
シ
ニ
露
勵

団
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
Ｉ
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
を
指
し
て
お
り
、
遅
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
純
粋
に
ユ
ダ
ヤ
性
を
体
現
し
て
い

る
と
見
え
た
彼
ら
に
対
し
て
、
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
カ
フ
カ
が
一
種
の
羨
望
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
こ
の
一
文
に
ま
ぎ
れ

も
な
く
カ
フ
ヵ
の
刻
印
を
与
え
て
い
る
も
の
、
誰
が
読
ん
で
も
認
こ
れ
が
カ
フ
ヵ
の
文
章
だ
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
実
は
第

一
文
か
ら
第
二
文
へ
の
飛
躍
に
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
文
の
問
い
か
け
に
答
え
る
第
二
文
を
、
た
め
し
に
こ
う
書
き
換
え
て
み
よ
う
。

「
私
は
ほ
と
ん
ど
彼
ら
（
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
）
と
共
有
す
る
も
の
を
持
た
ず
…
…
」
と
。
こ
れ
で
文
意
は
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
欠
如
の
意
識
に
苦
し
め
ら
れ
、
そ
の
再
獲
得
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
分
に
は
生
き
る
資
格
が
な
い
と
嘆
く

者
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
カ
フ
ヵ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
「
私
」
と
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」
と
の
一
致
の
如
何
を
問
う
第
一
文

に
対
し
て
、
第
二
文
は
「
私
」
と
「
私
」
の
不
一
致
を
も
っ
て
答
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
カ
フ
カ
は
、
｜
‐
単
な
る
」
ユ
ダ
ヤ
の
問

題
を
、
個
別
特
殊
な
ユ
ダ
ヤ
の
問
題
を
、
突
き
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
一
節
は
、
カ
フ
ヵ
と
い
う
作
家
の
文
学
的
営
為
の
総
体
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
文
学
上
の
霊
感
が
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
の
、
あ
る
い
臆
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
こ
と
の
苦
悩
ｌ
そ
れ
が
Ｍ
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
’
か
ら
発
し
て
い

る
こ
と
は
、
書
簡
や
日
記
に
見
ら
れ
る
彼
自
身
の
証
言
か
ら
も
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
カ
フ
カ
の
文

学
は
、
そ
の
後
の
ナ
チ
ス
に
至
る
ま
で
の
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
め
ぐ
る
歴
史
の
展
開
を
、
あ
る
意
味
で
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
不

注
意
な
読
者
は
、
し
ば
し
ば
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
か
ら
、
カ
フ
カ
が
そ
の
作
品
を
着
想
し
た
と
思
い
込
み
、
彼
が
一
九
二
四

年
、
つ
ま
り
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
の
九
年
前
に
死
去
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。
）
し
か
し
実
は
、
そ
の
霊
感
か
ら

生
ま
れ
た
彼
の
作
品
中
に
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
」
な
い
し
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
だ
の
一
度
も
登
場
し
な
い
。
後
世
の
解
釈
者

た
ち
は
、
む
し
ろ
そ
の
作
品
中
に
人
間
存
在
の
原
型
を
読
み
取
っ
た
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
あ
の
第
一
文
の
「
私
は
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
と

何
を
共
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
、
第
二
又
の
「
私
は
ほ
と
ん
ど
私
と
共
有
す
る
も
の
を
持
た
な
い
」
と
い
う

応
答
が
引
き
出
さ
れ
る
経
緯
と
重
な
っ
て
い
る
。
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３ 
カ
フ
ヵ
は
、
ｎ
分
の
作
品
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
‐
｜
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は

作
者
の
輔
晦
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
こ
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
、
き

わ
め
て
特
殊
な
問
題
が
、
人
間
存
在
一
般
に
関
わ
る
普
遍
的
問
題
に
「
昇
華
」
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
フ
カ
が
、
そ
の
作
肺
中
に
「
ユ

ダ
ヤ
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
の
を
避
け
た
時
、
彼
は
自
分
の
抱
え
る
特
殊
な
問
題
に
潜
む
、
あ
る
普
遍
性
を
意
識
し
て
い
た
と
は

言
え
る
だ
ろ
う
《
）
特
殊
と
普
遍
、
具
体
と
抽
象
は
、
相
対
立
し
て
、
互
い
に
容
れ
合
う
こ
と
の
な
い
二
項
な
の
で
は
な
い
。
特
殊
な
具

体
と
対
時
す
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
普
遍
的
抽
象
は
、
あ
く
ま
で
も
擬
似
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
特
殊
な
具
体
へ
の
想

像
力
を
欠
き
、
そ
れ
ら
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
時
と
し
て
狂
暴
を
刃
を
剥
き
川
し
に
す
る
。
特
殊
を
つ
き
つ
め
た
と

こ
ろ
に
こ
そ
其
の
普
迦
が
、
皿
〈
体
を
つ
き
つ
め
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
典
の
抽
象
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
時
、
塒
殊
な
具
体
は
、

普
遍
的
抽
象
に
呑
み
込
ま
れ
て
、
自
ら
は
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

冒
頭
の
一
節
に
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
し
問
題
が
、
「
私
」
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」
と
一
致
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
だ
け
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
私
」
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
た
る
べ
く
努
力
さ
え
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
そ
う
考
え
た
人
々
が
、
カ
フ

ヵ
と
同
時
代
に
存
在
し
て
い
た
。
テ
ー
ォ
ド
ー
ル
。
ヘ
ル
ッ
ル
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
近
代
的
シ
オ
ー
ー
ズ
ム
は
、
そ
れ
ま
で
西
欧
の
ユ

ダ
ヤ
人
が
た
ど
っ
て
き
た
、
同
化
の
道
の
破
綻
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
自
ら
の
居
住
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
、
い
か
に
同
化
し

よ
う
と
誠
実
に
努
め
て
も
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
Ⅳ
び
ユ
ダ
ヤ
人
に
戻
る
以
外
に
な
い
の
だ
と
。
シ
オ
ニ
ズ
ム
は
、
カ
フ
カ

が
生
ま
れ
た
の
と
同
じ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
－
コ
舐
帝
国
に
生
ま
れ
、
失
な
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
川
復

を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
父
祖
の
地
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
「
再
建
」
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
・

だ
が
、
一
一
千
年
も
昔
の
国
家
を
、
「
再
建
」
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
い
に
し
え
の
国
家
の
実
質
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
、
お
そ
ら
く
近
代
人
に
は
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
。
西
欧
の
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
よ
っ
て
思
い
描
か
れ

た
「
再
建
」
国
家
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
民
国
家
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
想
さ
れ
、
必
然
的
に
先
住
民
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

衝
突
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
錯
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ユ
ダ
ヤ
人
た
る
こ
と
の
内
実
は
、
古
代
の
王
国
時
代
か

ら
中
川
の
キ
リ
ス
ト
数
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
、
そ
し
て
近
代
国
民
脚
家
体
制
の
時
代
へ
と
移
る
に
つ
れ
て
、
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
の
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‘ 
で
あ
っ
て
、
近
代
に
お
い
て
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
意
識
さ
れ
る
も
の
は
、
中
世
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
も
、
ま
た
古
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
も
、
全
く

別
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
か
っ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
す
る
こ
と
な
ど
全
く
不

可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
や
で
も
近
代
国
民
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
引
き
写
し
と
な
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
構
想
さ
れ
た
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
は
、
い
わ
ば
戯
画
と
し
て
の
国
民
国
家
に
な
る
以
外
に
な
か
っ
た
。

シ
オ
ー
ー
ス
ト
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
と
い
う
嘆
き
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
カ
フ
ヵ
は
、
彼
ら
と

は
全
く
異
質
な
方
向
に
向
か
う
・
彼
に
と
っ
て
問
題
は
、
「
私
」
と
「
私
」
の
不
一
致
で
あ
る
。
カ
フ
ヵ
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
、
直
接
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
れ
自
体
の
問
題
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
普
通
の
人
間

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
つ
も
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
な

す
も
の
の
一
部
分
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
カ
フ
ヵ
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
、
彼
の
存
在
そ
の
も
の
に
関

わ
る
問
題
と
な
り
、
そ
の
解
決
が
な
け
れ
ば
、
自
分
に
は
生
き
る
資
格
が
な
い
と
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
な
シ
ォ
ー
ー
ス
ト
た

ち
と
比
較
し
て
一
見
ま
っ
た
く
非
政
治
的
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
カ
フ
ヵ
は
、
彼
ら
よ
り
も
は
る
か
に
政
治
的
な
、
隅
々

ま
で
政
治
性
に
満
た
さ
れ
た
人
間
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
人
間
と
い
う
も
の
が
、
隅
々
ま
で
政
治

に
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
力
フ
カ
は
感
じ
取
っ
て
い
た
と
言
う
ほ
う
が
正
確
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
近
代
以
降
の
人
間
は
、
無
意
識

の
何
げ
な
い
一
言
、
｜
挙
手
一
投
足
に
至
る
ま
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
を
カ
フ
カ
は
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

も
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
私
」
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
そ
の
一
小
部
分
が
ど
う
あ
れ
、
「
私
」
の
実

体
そ
の
も
の
は
揺
る
が
な
い
だ
ろ
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
分
裂
が
「
私
」
の
分
裂
を
惹
き
起
こ
す
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
は
、
カ
フ
ヵ
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
全
体
に
関
わ
る
、
い
や
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
諸
々
の
国
民
国
家
に
よ
っ
て
世
界
が
隈
な
く
分
割
さ
れ
る
、

現
在
の
体
制
の
狭
間
に
落
ち
こ
ぼ
れ
た
人
間
な
ら
ば
、
誰
に
で
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
カ
フ
ヵ
に
あ
っ
て
特
異
な
展
開
を
遂
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￣ 

｡ 
げ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
展
開
の
原
因
を
、
精
神
分
裂
病
的
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
そ
う
な
、
カ

フ
ヵ
の
資
質
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
カ
フ
カ
の
文
学
に
よ
っ
て
、
彼
と
同
じ
資
質
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
、

そ
し
て
彼
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
多
く
の
人
々
の
心
が
捕
え
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
確
認
で
、

全
て
が
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
一
」
と
も
ま
た
、
認
め
ざ
ろ
を
え
ま
い
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
は
、
通
例
、
た
と
え
ば
「
私
」
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
、
つ

ま
り
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
分
類
さ
れ
る
者
で
あ
り
な
が
ら
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
実
質
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
苦
い
確
認
と
し
て
意
識
さ

れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
た
る
実
質
を
欠
い
た
「
私
」
と
、
そ
れ
を
備
え
た
理
想
的
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
、
ど
ち
ら
も
実
体
と
し
て
表
象
さ
れ
、

両
者
の
対
崎
す
る
現
実
は
一
元
的
で
あ
る
。
し
か
し
カ
フ
カ
に
お
い
て
相
対
時
し
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
「
私
」
と
ユ
ダ
ヤ

人
で
な
い
「
私
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
は
、
そ
も
そ
も
同
一
平
面
上
に
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
体
を
喪

失
し
た
「
私
」
と
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
が
、
そ
こ
に
位
置
を
占
め
る
現
実
は
、
奇
妙
な
浮
遊
状
態
に
置
か
れ
る
。
分
裂
す
る
の
は
、
「
私
」

ば
か
り
で
は
な
い
。
現
実
も
ま
た
分
裂
す
る
。

カ
フ
ヵ
の
『
変
身
」
に
お
い
て
最
も
印
象
的
な
、
ま
た
最
も
不
可
解
な
点
は
、
主
人
公
グ
レ
ー
ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
が
、
自
ら
が
毒
虫
に

変
身
し
た
事
態
の
激
変
を
な
か
な
か
受
け
入
れ
ず
、
い
つ
ま
で
も
人
間
と
し
て
の
行
動
様
式
に
と
ど
ま
り
続
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
変
身
に
気
づ
い
た
ザ
ム
ザ
が
、
ま
ず
最
初
に
心
配
す
る
の
は
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
出
立
す
べ
き
列
車
の
時
刻
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
の
変
化
に
対
応
し
き
れ
な
い
、
人
間
の
心
の
一
秘
の
楕
性
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
毒
虫
と
し
て
の
現
実
を
、
私
た
ち
が

一
義
的
に
確
か
な
現
実
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
実
は
ど
こ
に
も
な
い
。
自
分
を
人
間
と
し
て
意
識
し
続
け
る
、

主
人
公
の
心
の
中
の
現
実
も
、
現
実
と
し
て
の
重
み
は
、
お
そ
ら
く
等
価
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
二
つ
の
現
実
の
間
の
葛
藤
を
め
ぐ

る
物
語
で
あ
る
。
他
の
誰
と
も
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
、
人
間
と
し
て
の
「
私
」
が
そ
の
中
に
い
る
現
実
と
、
毒
虫
と
し
て
の
「
私
」

が
そ
の
中
に
い
る
現
実
が
、
互
い
に
衝
突
す
る
。
人
間
と
し
て
の
現
実
は
、
最
初
は
あ
る
程
度
の
拮
抗
力
を
示
す
も
の
の
、
初
め
か
ら

優
勢
だ
っ
た
も
う
一
方
の
現
実
に
屈
服
し
、
や
が
て
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
現
実
は
、
普
通
に
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
、
｜
元

的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
手
で
触
れ
、
目
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
実
体
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
自
己
と
他
者
と
の
間
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６ 
の
関
係
の
中
に
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
性
の
変
化
は
、
一
気
に
「
現
実
」
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
。
旧
来
の
関
係

性
の
中
に
留
ま
り
続
け
る
者
の
目
に
は
「
人
間
」
と
見
え
た
と
し
て
も
、
新
し
い
関
係
性
の
中
に
瞳
か
れ
れ
ば
、
「
澁
虫
」
に
変
化
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

カ
フ
カ
の
死
後
十
年
余
り
を
経
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
実
際
に
「
毒
虫
」
と
呼
ば
れ
、
元
来
殺
虫
剤
で
あ
っ
た
識
ガ
ス
の
チ
ク
ロ
ン
Ｂ
に

よ
っ
て
「
駆
除
」
さ
れ
た
。
と
す
れ
ば
カ
フ
カ
の
寓
話
は
、
単
な
る
寓
話
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
フ
ヵ

と
い
う
作
家
の
特
異
性
は
、
懲
虫
と
呼
ば
れ
る
人
間
を
描
い
て
、
人
間
を
そ
う
呼
ぶ
こ
と
の
理
不
尽
さ
を
告
発
す
る
の
で
は
な
く
、
人

間
を
現
実
に
瀧
山
と
し
て
登
場
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
カ
フ
カ
に
お
い
て
「
人
間
」
は
、
き
わ
め
て
不
確
か
な
概
念
で
あ
り
、
実
体

を
喪
失
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
空
虚
な
容
器
、
な
い
し
枠
組
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
埋

め
る
実
質
を
欠
け
ば
無
意
味
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
毒
虫
と
し
て
の
実
質
を
注
入
さ
れ
れ
ば
、
現
実
に
毒
虫
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

あ
や
ふ
や
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
カ
フ
カ
に
と
っ
て
「
人
間
」
の
概
念
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

か
ら
離
れ
た
場
所
に
、
そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
か
。
彼
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
両
極

得
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
分
に
は
生
き
る
資
格
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
存
在
す
る
に
価
し
な
い
と
思
っ
て
い

る
。
カ
フ
カ
に
お
い
て
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
で
は

な
い
。
「
人
間
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
ま
た
、
そ
の
両
者
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
カ
フ
ヵ
の
「
私
」

に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
以
外
の
、
普
遍
的
人
間
性
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
べ
き
部
分
が
全
く
存
在
せ
ず
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
除
い
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
に
は
何
も
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
カ
フ
ヵ
に
お
い
て
、
人
間
概
念
は
空
洞
化
し

ナ
ル
・
―

て
い
る
。

彼
は
、

：
…
私
と
し
て
は
あ
な
た
が
、
あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
（
私
を
含
め
て
）
ｌ
他
に
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
い
る
の
で
す
か
ら
／

Ｉ
の
こ
と
を
、
あ
ま
り
に
も
良
く
思
い
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
非
難
す
る
こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
で
す
。
時
々
私
は
、
彼

恋
人
ミ
レ
ナ
に
宛
て
て
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

Hosei University Repository



７ 

冒
頭
に
引
い
た
日
記
の
一
節
と
は
、
全
く
違
う
表
情
の
カ
フ
カ
が
こ
こ
に
い
る
。
チ
ェ
コ
人
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
安
定
し
て

い
る
ミ
レ
ナ
が
、
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
カ
フ
カ
の
心
の
亀
裂
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
だ
が
し
か
し
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
独
得
を
望
む
カ
フ
カ
と
、
こ
の
一
節
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
カ
フ
ヵ
と
は
、
お
そ
ら
く
同

じ
楯
の
両
耐
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
一
両
わ
れ
て
い
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
は
、
そ
れ
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
立
す
べ
き
、
理
想

態
た
る
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
は
な
く
、
カ
フ
ヵ
が
自
分
を
そ
こ
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
し
た
状
態
に
置
か
れ
た
人
間
そ
の
も
の
を
指
す
符
牒
だ
ろ
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分

裂
し
た
者
に
は
、
生
き
る
資
格
が
な
い
。
そ
れ
は
人
間
で
は
な
い
の
だ
と
、
カ
フ
ヵ
は
こ
こ
で
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
恐
る
べ
き
一
節
に
お
い
て
、
カ
フ
ヵ
は
の
ち
の
ナ
チ
ス
の
行
動
を
予
見
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
カ
フ
ヵ
が
こ
の
よ
う
に

非
人
間
的
な
結
論
に
た
ど
り
着
く
の
は
、
お
そ
ら
く
彼
に
お
け
る
人
間
概
念
の
あ
や
ふ
や
さ
に
、
そ
の
空
洞
化
に
、
由
来
す
る
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
人
間
概
念
の
空
洞
化
と
い
う
点
に
お
い
て
、
カ
フ
ヵ
と
ナ
チ
ス
が
同
じ
時
代
背
景
を
持
ち
、
同
じ
言

説
体
系
に
満
た
さ
れ
た
空
気
を
呼
吸
し
て
い
た
こ
と
を
、
証
明
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が
、
親
友
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー

ト
宛
の
有
名
な
書
簡
（
一
九
二
一
年
六
月
）
に
お
い
て
、
（
自
ら
を
含
む
）
ユ
ダ
ヤ
系
作
家
に
よ
る
ド
イ
ツ
文
学
と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
一
層
の
混
乱
を
も
た
ら
す
営
為
を
、
徹
底
的
な
ま
で
に
糾
弾
す
る
時
、
そ
こ
に
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
ナ

チ
ス
を
想
わ
せ
る
、
非
人
間
的
な
響
き
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
し
た
者
に
、
存
在
す
る

資
格
は
な
い
と
い
う
断
罪
が
、
そ
こ
で
は
、
作
家
と
し
て
の
彼
に
と
っ
て
根
底
的
な
問
題
で
あ
る
は
ず
の
、
ド
イ
ツ
語
と
い
う
言
語
手

段
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
カ
フ
ヵ
に
と
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
言
語
（
母
語
）

の
問
題
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
は
、
彼
が
作
家
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
初
期
の
イ
デ
ィ
ッ

ら
を
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
人
（
私
を
含
め
て
）
と
し
て
、
全
員
下
着
入
れ
の
引
き
出
し
の
中
に
で
も
押
し
込
ん
で
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
か

ら
引
き
出
し
を
少
々
抜
き
川
し
て
み
て
、
余
日
窒
息
し
た
か
ど
う
か
を
調
べ
、
も
し
ま
だ
だ
っ
た
ら
、
も
う
一
度
引
き
Ⅲ
し
を
押
し

〈Ｕ』）

込
ん
で
と
い
っ
た
こ
と
を
、
彼
ら
が
死
ぬ
ま
で
続
け
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
：
。
…
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８ 
シ
ュ
語
劇
団
へ
の
傾
倒
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ま
つ
わ
る
苦
悩
は
、
常
に
言
語
の
問
題

を
め
ぐ
っ
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
そ
し
て
彼
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
が
、
人

間
と
し
て
の
資
格
の
喪
失
に
直
結
し
て
し
ま
う
時
、
そ
れ
は
母
語
（
の
喪
失
）
と
い
う
経
路
を
経
て
い
く
と
い
う
一
」
と
を
知
る
た
め
に
、

少
々
長
く
な
る
が
、
こ
の
書
簡
を
次
に
引
用
し
て
お
く
。

一一一一口つ

だ
。

こ
の
場
合
、
精
神
分
析
よ
り
も
私
の
気
に
入
る
の
は
、
か
な
り
の
数
の
者
が
精
神
的
な
樹
と
し
て
い
る
父
親
コ
ン
プ
レ
ク
ス
が
、
無

垢
の
父
親
に
で
は
な
く
、
父
親
の
ユ
ダ
ヤ
性
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
だ
。
ド
イ
ツ
語
で
書
き
始
め
た
た
い
て
い
の
者
が
望
ん

で
い
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
た
い
て
い
は
父
親
た
ち
の
暖
昧
な
同
意
の
も
と
に
（
こ
の
暖
昧
さ
が
腹
立
た

し
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
）
。
彼
ら
は
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
が
、
し
か
し
後
脚
は
ま
だ
父
親
の
ユ
ダ
ヤ
性
に
貼
り
付
い
た
ま
ま
で
か
と

言
っ
て
前
脚
の
方
も
新
し
い
土
地
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
絶
望
が
彼
ら
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の

そ
れ
で
も
他
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
み
に
、
立
派
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
、
幾
つ
か

…
…
機
知
と
は
主
と
し
て
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
も
ど
き
で
語
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
の
世
界
で
は
、
イ
デ
ィ
ッ

シ
ュ
風
に
語
る
以
外
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
［
カ
ー
ル
・
］
ク
ラ
ウ
ス
ほ
ど
み
ご
と
に
そ
れ
を
操
る
人

間
は
ほ
か
に
い
な
い
。
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
も
ど
き
で
語
る
と
い
う
の
は
、
最
も
広
い
意
味
に
取
っ
て
の
こ
と
で
、
こ
の
場
合
そ
う
し
た

意
味
に
取
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
つ
ま
り
こ
れ
は
、
公
然
と
で
あ
れ
、
暗
然
の
裡
に
で
あ
れ
、
ま
た
自
虐
的
に
で
あ
れ
、
他
人
の
所

有
物
の
不
法
な
占
有
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
所
有
物
は
努
力
し
て
得
た
も
の
で
は
な
く
、
（
比
較
的
）
ぞ
ん
ざ
い
な
手
際
で

盗
み
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
た
っ
た
ひ
と
つ
の
言
葉
の
誤
り
も
指
摘
で
き
な
い
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
他
人
の
所
有
物
に

変
り
は
な
い
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
は
、
悔
恨
の
時
が
来
れ
ば
、
良
心
が
ど
ん
な
か
す
か
な
呼
び
声
を
掛
け
た
だ
け
で
も
、
す
べ
て
が

立
証
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
…
…
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普
通
の
人
間
は
、
「
私
」
の
一
部
分
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
り
、
そ
の
ま
た
一
部
分
、
な
い
し
そ
れ
と
は

９
別
の
一
部
分
と
し
て
普
遍
的
人
間
性
が
あ
る
と
、
漠
然
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
も
ナ
シ
ョ
ナ

ど
ん
な
正
確
な
ド
イ
ツ
語
を
書
い
た
と
し
て
も
、
「
良
心
」
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
も
ど
き
」
の
、
つ
ま
り

ユ
ダ
ヤ
風
の
ド
イ
ツ
語
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
は
、
単
に
「
書
く
こ
と
」
の
敵
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
「
生
き
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
の
敵
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
首
を
吊
る
」
に
価
す
る
罪
過
、
つ
ま
り
人
間

と
し
て
の
資
格
の
喪
失
を
意
味
す
る
、
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。

悲
し
い
特
殊
性
を
備
え
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
彼
ら
の
絶
望
が
爆
発
し
た
場
所
は
、
ド
イ
ツ
文
学
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
う
わ

く
は
そ
う
見
え
た
と
し
て
も
。
彼
ら
は
三
つ
の
不
可
能
性
の
間
で
生
き
て
い
た
。
（
こ
れ
を
私
は
た
ま
た
ま
言
語
の
不
可
能
性
と
呼

ぶ
が
、
そ
う
呼
ぶ
の
が
一
番
簡
単
だ
か
ら
で
、
ま
っ
た
く
別
の
呼
び
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
）
つ
ま
り
書
か
な
い
こ
と

の
不
可
能
、
ド
イ
ツ
語
で
書
く
こ
と
の
不
可
能
、
ほ
か
の
書
き
方
を
す
る
》
」
と
の
不
可
能
だ
。
そ
の
気
な
ら
、
こ
れ
に
四
番
目
の
不

可
能
を
付
け
加
え
る
こ
と
だ
っ
て
、
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
書
く
こ
と
の
不
可
能
だ
。
（
と
い
う
の
も
こ
の
絶
望
は
、
書
く
こ
と

、
、

に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
生
き
る
｝
」
と
の
、
か
つ
書
く
こ
と
の
敵
だ
っ
た
か
ら
で
、
書
く
こ
と
は
こ

の
場
合
、
首
を
吊
る
直
前
に
遺
言
を
書
く
人
物
に
と
っ
て
と
同
様
、
単
に
暫
定
措
置
に
す
ぎ
趣
か
つ
た
ｌ
暫
定
措
置
と
は
い
っ

て
も
、
優
に
一
生
涯
続
き
か
ね
な
い
も
の
な
の
だ
が
。
）
だ
か
ら
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
見
て
不
可
能
な
文
学
で
あ
り
、
誰

か
が
綱
の
上
で
踊
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
ド
イ
ツ
人
の
子
供
を
揺
り
篭
か
ら
盗
ん
で
き
て
、
大
慌
て
で
な
ん
と
か
仕

込
ん
だ
ジ
プ
シ
ー
の
文
学
だ
っ
た
の
だ
。
（
だ
が
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
の
子
供
で
す
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
者
で
も
な
か
っ
た
。
誰

（
３
〉

か
が
踊
っ
て
い
る
と
、
噂
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
）

Ⅱ 
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ＩＤ 
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
普
遍
的
人
間
性
も
、
概
念
と
し
て
安
定
す
る
。
し
か
し
カ
フ
カ
に
と
っ
て
は
、
そ
の
三
者
が
全
て
重
な
り

合
い
、
そ
の
結
果
全
て
の
概
念
が
一
斉
に
動
揺
の
中
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
フ
カ
は
常
軌
を
逸
し
て
い
る
。
だ
が
し
か

し
、
つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
誰
に
と
っ
て
も
お
そ
ら
く
事
情
は
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
普
遍
的
人
間
性
が
、
本
当
に
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
疑
問
と
せ

ナ
ン
ョ
ナ
リ
ー
ア
ｆ

ざ
る
を
え
な
い
。
な
ん
ら
か
の
形
で
国
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
者
が
、
い
か
に
人
間
と
し
て
の
実
質
を
喪
失
す
る
か
に
つ
い
て
、
ハ
ナ
。

（
１
）
 

ア
ー
レ
ン
ト
は
『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
中
で
詳
し
く
描
写
し
て
い
る
。
国
民
に
あ
ら
ざ
る
者
は
、
端
的
に
人
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

国
民
概
念
が
惹
き
起
こ
す
様
々
な
問
題
点
を
、
普
遍
的
人
間
性
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
調
停
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

｜
種
の
常
套
手
段
と
化
し
て
い
る
。
排
他
性
を
伴
な
う
国
民
概
念
に
対
し
て
、
そ
れ
を
伴
な
わ
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
相
反
す
る
人

間
概
念
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
が
解
決
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
人
間
概
念
は
、
誰
も
が
諸

手
を
挙
げ
て
万
歳
三
唱
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
万
能
薬
の
よ
う
な
概
念
で
は
な
い
。
国
民
概
念
の
排
他
性
を
言
う
と
す
れ
ば
、
少
な
く

と
も
あ
る
局
面
で
は
、
人
間
概
念
も
ま
た
排
他
性
を
帯
び
る
こ
と
に
、
注
意
が
喚
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
概
念
に
、
そ
の

範
囲
の
画
定
の
問
題
が
か
な
ら
ず
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
、
人
間
概
念
に
も
、
同
じ
問
題
が
つ
き
ま
と
う
。
い
っ
た
い
「
人
間
」
と
は
、

ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
範
朋
を
言
う
の
か
。
「
人
間
」
は
、
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
て
、
ど
こ
で
終
わ
る
の
か
。
そ
の
範
囲
の
画
定
の
問
題

は
、
（
少
な
く
と
も
）
し
ば
し
ば
、
人
間
で
な
い
者
は
抹
殺
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
含
意
と
結
び
付
い
て
い
る
。

国
民
概
念
と
人
間
概
念
を
対
置
す
る
こ
と
が
虚
妄
で
あ
る
の
は
、
そ
の
両
者
が
本
来
つ
な
が
り
を
持
つ
、
同
種
の
概
念
だ
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
国
民
概
念
は
人
間
概
念
の
基
盤
の
上
に
し
か
成
立
せ
ず
、
国
民
概
念
の
持
つ
欠
陥
は
、
実
は
す
で
に
人
間
概
念
の
内

に
孕
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
両
者
の
対
置
か
ら
は
何
も
生
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国

民
概
念
は
、
た
し
か
に
人
間
概
念
と
の
対
比
の
中
で
は
、
同
質
性
に
対
す
る
異
質
性
の
強
調
と
い
っ
た
色
彩
を
帯
び
る
の
だ
が
、
し
か

し
そ
れ
は
元
来
、
国
民
全
体
の
同
質
性
の
主
張
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
封
建
時
代
の
異
質
な
諸
身
分
の
平
準
化
と
並
行
的
に
成

立
し
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
人
間
概
念
と
同
じ
く
、
啓
蒙
主
義
の
土
壌
の
上
に
開
花
し
た
概
念
だ
っ
た
。
か
っ
て
国
民
全

体
の
同
質
性
が
調
わ
れ
た
時
、
そ
れ
は
、
同
質
な
る
も
の
と
し
て
の
人
間
と
い
う
概
念
の
基
盤
の
上
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
同
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１１ 
面
性
の
確
認
は
、
災
は
異
匝
性
と
の
対
比
に
お
い
て
初
め
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｍ
Ｈ
性
と
異
質
性
は
絶
対
的
概
念
で
は
な
く
、

机
対
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
何
画
性
の
主
張
は
、
常
に
背
後
に
、
異
質
性
の
排
除
に
傾
き
う
る
姿
勢
を
隠
し
て
い
る
ｃ

国
民
概
念
が
、
同
質
性
と
異
質
性
の
危
う
い
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
人
間
概
念
も
ま
た
、
人
間
な
ら
ざ

る
も
の
の
異
質
性
を
排
除
す
る
契
機
を
内
に
含
ん
で
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
国
民
概
念
と
同
じ
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
と

言
う
よ
り
も
、
人
間
概
念
の
そ
の
構
造
が
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
出
た
国
民
概
念
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
、
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

国
民
概
念
は
、
そ
し
て
そ
の
欠
陥
は
、
人
間
概
念
か
ら
生
ま
れ
出
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

川
概
念
の
対
間
は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
図
氏
と
い
う
も
の
が
、
「
人
類
を
榊
成
す
る
諸
国
民
家
族
の
一
員
と
い
つ
も
考
え
ら
れ
て
い

－
．
ｈ
」

た
」
と
い
う
一
」
と
が
木
野
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
国
民
が
、
単
独
で
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
他
の
国
民
と
と
も
に
人
顛
を
樅

成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
元
来
人
間
概
念
そ
の
も
の
の
内
に
胚
胎
し
た
概
念
で
あ
り
、
逆
に
人

間
概
念
の
構
想
に
は
、
諸
国
民
へ
の
分
化
の
図
式
が
、
最
初
か
ら
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
捉
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
ｃ

だ
が
し
か
し
、
国
民
概
念
が
、
さ
ら
に
は
そ
の
基
礎
に
あ
る
人
間
概
念
が
、
常
に
排
除
の
契
機
を
内
に
秘
め
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
む
し
ろ
概
念
な
る
も
の
－
股
の
機
能
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
こ
の
両
概
念
の
関
係
の
仕
方
、
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
囚
以
で
な
い
者
が
、
端
的
に
人
間
で
な
く

な
り
、
そ
し
て
人
間
で
な
い
臂
に
は
、
が
征
の
趣
味
が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
こ
の
述
関
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
国
民
が
、

人
川
の
海
の
中
に
浮
か
ぶ
脇
の
よ
う
に
、
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
が
葱
き
起
こ
す
問
題
は
、
む
し
ろ
小
さ
い
。

国
民
国
家
の
孕
む
問
題
点
は
、
そ
れ
が
世
界
の
先
進
国
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
形
成
さ
れ
始
め
た
時
で
は
な
く
、
そ

の
構
想
が
世
界
中
に
普
及
し
、
全
世
界
が
諸
々
の
国
民
国
家
に
よ
っ
て
隈
な
く
分
割
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
政
治
的
理

想
と
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
時
に
、
は
じ
め
て
表
面
に
噴
出
し
た
の
だ
っ
た
。
国
民
国
家
が
同
質
性
を
基
礎
に
成
立
し
、
と
い
う
こ
と

は
つ
ま
り
、
異
質
と
見
な
さ
れ
た
者
の
排
除
を
、
常
に
構
想
そ
の
も
の
の
内
に
含
ん
で
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
排
除
さ
れ
た
者
の
居
場

所
が
世
界
の
中
に
確
保
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
全
世
界
が
諸
々
の
国
民
国
家
に
よ
っ

て
分
別
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
発
想
が
、
同
圃
性
に
よ
る
国
民
圃
家
の
柵
想
と
結
び
付
い
た
時
、
言
い
換
え
れ
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1２ 
ば
、
人
類
が
諸
々
の
国
民
の
集
合
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
こ
に
一
切
の
空
白
を
容
れ
る
余
地
が
失
な
わ
れ
た
時
、
そ
の
時
、
な
ん
ら

か
の
国
民
で
な
い
者
は
、
世
界
に
居
場
所
を
失
な
っ
て
し
ま
う
。
国
民
で
な
い
者
は
人
間
で
は
な
く
、
国
民
と
人
間
と
は
同
義
語
と
な

る
。
人
間
概
念
の
空
洞
化
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
、
人
間
概
念
に
よ
っ
て
歴
史
の
表
舞
台
に
引
き
出
さ
れ
、
国
民
概
念
に
よ
っ
て
再
び
排
除
さ
れ
た
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
、
非
キ
リ
ス
ト
者
、
と
言
う
よ
り
も
反
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
正
た
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
裏
か
ら
補

完
す
る
、
い
わ
ば
負
の
構
成
要
素
で
あ
っ
た
彼
ら
が
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、
啓
蒙
主
義
の
普
遍
的
人
間
性
の
概
念
に
よ
っ
て
だ
っ

た
。
「
人
間
」
な
る
も
の
の
普
遍
性
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
ま
た
人
間
だ
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
言
い
足
り
な
い

だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
こ
そ
、
ま
さ
に
す
ぐ
れ
て
人
間
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
人
間
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
負
と
し
て

の
価
値
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
彼
ら
に
、
な
ん
ら
か
の
正
の
価
値
が
付
与
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
人
間
」

の
名
に
お
い
て
で
あ
り
、
い
わ
ば
彼
ら
は
人
間
概
念
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
人
間
概
念
が
完
成
し
、
そ
の
永
遠
不
変

の
理
想
が
高
ら
か
に
調
い
上
げ
ら
れ
る
か
に
見
え
た
、
そ
の
直
後
に
、
そ
れ
は
国
民
概
念
へ
と
横
す
べ
り
し
て
い
く
。

人
間
概
念
か
ら
国
民
概
念
へ
の
こ
の
転
回
が
、
な
ぜ
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
な
ん
ら
か
の
決
定
的
な
言
葉
を
述
べ
る
用
意

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
｜
っ
は
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
世
俗
化
の
進
行
と
関
わ
り
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
の
普
遍
的
人
間
性
の
理
念
は
、
神
で
は
な
く
人
間
が
世
界
の
中
心
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
、
た
し
か
に
世
俗
化
の
前
進
の
大
き
な
一
歩
だ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
「
人
間
」
は
、
あ
く
ま
で
も
永
遠
不
変
な
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
と
い
う
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
観
念
が
、
相
変
わ
ら
ず

（
６
）
 

働
き
続
け
て
い
た
。
｜
方
「
国
民
」
は
、
「
社
会
的
有
機
体
が
均
質
で
宛
エ
虚
な
時
間
の
な
か
を
暦
に
従
っ
て
移
動
し
て
い
く
」
と
い
う

形
で
の
、
歴
史
的
想
像
力
と
密
接
に
結
び
付
い
た
概
念
で
あ
っ
て
（
永
遠
不
変
の
「
人
間
」
が
歴
史
の
中
に
歩
み
出
て
行
く
と
こ
ろ
に
、

「
国
民
」
が
成
立
し
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
、
神
か
ら
の
距
離
は
、
「
人
間
」
と
比
べ
て
一
層
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
永
遠
不
変
か

ら
歴
史
へ
の
こ
の
転
回
は
、
啓
蒙
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
転
回
と
符
節
を
合
わ
せ
て
い
る
と
言
・
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
｜
般
に
、
啓

蒙
主
義
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
転
回
は
、
宗
教
問
題
に
関
し
て
は
、
｜
種
の
反
動
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
し
か
し
表
面
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1３ 
に
現
象
し
た
事
態
と
は
裏
腹
に
、
根
底
で
は
、
む
し
ろ
世
俗
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

人
間
概
念
か
ら
国
民
概
念
へ
の
転
回
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
確
認
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
転
回
に
お
い
て

挺
子
の
役
割
を
果
し
た
の
が
、
母
（
国
）
語
と
い
う
観
念
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
の
ち
に
は
「
血
」
が
、
差
異
化
の
た
め
の
最

（
７
）
 

大
の
要
因
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
い
え
、
本
来
国
民
は
、
「
血
で
は
な
く
一
一
一
戸
語
に
よ
っ
て
は
ら
ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。

「
人
間
」
は
、
母
（
国
）
語
に
よ
っ
て
諸
々
の
「
国
民
」
に
分
化
す
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
母
（
国
）
語
の
実
体
化
を
通
し
て
、
「
国
民
」

が
実
体
化
さ
れ
て
い
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
近
代
的
な
意
味
で
の
国
語
辞
典
が
成
立
す
る
の
は
十
八
世
紀
で
あ
り
、
グ
リ

ム
兄
弟
の
『
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
や
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
（
Ｏ
Ｅ
Ｄ
）
の
よ
う
な
、
国
民
的
大
国
語
辞
典
が
構
想
さ
れ
る

（
８
）
 

の
は
、
よ
う
や
く
十
九
世
紀
も
半
ば
に
さ
し
か
か
っ
て
か
ら
の
一
」
と
で
あ
る
。
そ
の
一
」
と
か
ら
も
、
「
国
語
」
の
形
成
と
、
国
民
国
家

の
形
成
、
つ
ま
り
は
国
民
概
念
の
形
成
と
は
、
歩
調
を
同
じ
く
し
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

カ
フ
カ
に
お
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
、
人
間
と
し
て
の
存
亡
の
問
題
に
直
結
し
て
し
ま
う
時
、
そ
れ

は
主
に
母
（
国
）
語
の
所
有
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
生
起
し
て
い
た
。
同
化
ユ
ダ
ヤ
人
カ
フ
ヵ
に
と
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
で
書
く
と
い
う
行

為
は
、
「
他
人
の
所
有
物
の
不
法
な
占
有
」
と
し
か
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
文
学
は
、
盗
ん
で
き
た
「
ド
イ
ツ
人
の
子
供
」

で
す
ら
な
く
、
「
何
者
で
も
」
な
い
。
そ
し
て
こ
の
絶
望
は
、
「
書
く
こ
と
」
の
敵
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
「
生
き
る
こ
と
」

（
印
）

の
敵
で
も
あ
り
、
「
首
を
吊
る
」
に
価
す
る
罪
過
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
母
（
国
）
率
胆
を
持
た
ぬ
者
は
、
生
き
る
資
格
が
な
い
、
つ

ま
り
人
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
か
ら
、
人
間
そ
の
も
の
の
問
題
へ
と
一
気
に
横
す
べ
り

す
る
、
こ
の
カ
フ
カ
の
精
神
の
方
向
性
は
、
か
っ
て
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
る
も
の
と
し
て
の
人
間
概
念
が
、
国
民
概
念
へ

と
転
回
し
て
い
っ
た
動
き
を
、
ち
ょ
う
ど
逆
転
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
双
方
に
お
い
て
、
一
種
の
挺
子
と
し
て
働
い
て
い

る
の
は
、
母
（
国
）
語
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
母
（
国
）
語
の
観
念
に
よ
っ
て
、
「
人
間
」
は
「
国
民
」
と
な
り
、
ま
た
「
国
民
」
の

資
格
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
「
人
間
」
の
資
格
と
重
な
る
。

中
・
東
欧
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
日
常
語
で
あ
っ
た
「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
」
が
、
「
ド
イ
ツ
語
」
と
の
関
係
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位

ホ
ー
ン
■
ン

櫛
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
歴
史
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
な
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
「
ド
イ
ツ
人
」
な
る
国
民
に
対
し
て
、
ど
う
位
置
づ
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１４ 

純
粋
な
国
民
言
語
が
存
在
す
る
と
い
う
想
定
は
、
国
民
な
る
も
の
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
想
定
と
、
表
褒
一
体
を
な
し
て

い
る
。
ド
イ
ツ
語
が
国
民
言
語
と
し
て
実
体
化
さ
れ
始
め
た
時
、
つ
ま
り
十
八
世
紀
に
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
も
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
の

（
川
）

一
一
一
一
ｍ
譜
と
し
て
実
体
化
さ
れ
始
め
る
の
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
ド
イ
ツ
な
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
と
い
う
、
（
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
）
別
の
独
立
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
対
置
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
十

七
世
紀
以
前
に
は
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
・
ド
イ
ツ
語
」
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
数
あ
る
ド
イ
ツ
語
方

言
の
内
の
一
つ
と
し
て
の
、
ユ
ダ
ヤ
な
ま
り
の
ド
イ
ツ
語
と
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

譜
を
そ
の
よ
う
に
見
な
す
と
い
う
こ
と
日
体
が
す
で
に
、
準
拠
す
べ
き
「
標
準
ド
イ
ツ
語
」
が
想
定
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ

け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
国
民
言
語
と
し
て
の
ド
イ
ツ
語
の
実
体
化
へ
の
道
は
、
一
直
線
に
延
び
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
と

も
と
は
、
多
様
な
意
味
体
系
の
多
様
な
絡
み
合
い
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
次
第
に
唯
一
の
標
準
的
な
意
味
体
系
が
想
定
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
国
民
言
語
Ⅱ
母
（
国
）
譜
が
実
体
化
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
は
国
民
国
家
が
実
体
化
さ
れ
て
い

く
。
だ
が
、
も
し
こ
の
道
が
一
直
線
に
延
び
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ド
イ
ツ
人
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、

そ
の
可
能
性
は
あ
っ
た
。
（
そ
う
な
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
良
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
。
）

言
い
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

け
ら
れ
て
き
た
か
の
歴
史
と
、
お
そ
ら
く
そ
っ
く
り
重
な
る
は
ず
で
あ
る
。
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
と
ド
イ
ツ
語
の
関
係
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と

ド
イ
ツ
人
の
関
係
の
相
似
形
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
長
く
居
住
し
て
い
た
中
世
ド
イ
ツ
の

高
地
ド
イ
ツ
語
を
根
幹
と
し
、
そ
れ
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
伝
承
す
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
や
ア
ラ
ム
語
の
要
素
、
さ
ら
に
彼
ら
が
ド
イ
ツ
に
移

住
す
る
以
前
に
居
住
し
て
い
た
地
域
の
ロ
マ
ン
ス
諸
語
の
要
素
、
さ
ら
に
は
、
彼
ら
が
中
世
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
迫
害
を

（
Ⅲ
）
 

逃
れ
て
移
っ
た
、
東
欧
の
ス
ラ
ヴ
諸
語
の
要
素
が
加
わ
っ
た
、
「
一
種
の
混
合
言
語
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
イ
デ
ィ
ッ
、
ソ
ュ

語
を
「
混
合
言
語
」
と
見
な
す
た
め
に
は
、
混
合
を
受
け
て
い
な
い
純
粋
な
国
民
言
語
が
、
ど
こ
か
に
実
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と

い
う
想
定
を
、
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
が
一
般
化
す
る
の
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
実
は
十
八
世
紀

以
後
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
注
意
を
喚
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
と
い
う
も
の
は
全
て
混
合
言
語
だ
、
と
い
う
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１５ 
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
小
川
以
来
の
宗
教
的
薙
別
怠
識
が
働
き
続
け
た
結
果
だ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
む
し
ろ
、
彼

ら
の
言
語
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
国
民
言
語
へ
の
統
合
を
、
と
言
う
よ
り
も
国
民
言
語
の
構
想
そ
れ
日
体
を
、
擁
ん
だ
の
か
も
し
れ

な
い
。
ド
イ
ツ
語
と
呼
ぶ
気
な
ら
、
そ
う
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
な
、
へ
プ
ラ
イ
語
と
呼
ぶ
気
な
ら
、
そ
れ
も
可
能
な
、
ま
た
ス
ラ
ヴ
系
言

語
と
も
ロ
マ
ン
ス
系
言
語
と
も
呼
び
う
る
（
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
言
い
方
は
、
国
民
言
語
の
観
念
が
成
立
し
た
あ
と
で
、
初
め
て
可

能
に
な
る
の
だ
が
）
、
そ
の
極
端
な
ま
で
に
「
不
純
‐
｜
な
存
在
様
式
は
、
純
粋
な
る
も
の
と
し
て
の
国
民
言
語
の
観
念
に
、
直
正
面
か

ら
対
立
す
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
「
不
純
」
さ
こ
そ
が
、
言
語
本
来
の
機
能
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
が
常
に
形
を
変

え
、
墹
殖
し
、
意
味
世
界
を
拡
大
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
異
質
な
人
間
同
士
の
相
瓦
郎
解
は
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
も
し
不
変
の
実
体
と
し
て
の
諸
々
の
「
純
粋
」
な
国
民
言
語
が
、
互
い
に
拮
抗
し
つ
つ
佇
立
す
る
の
だ
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
不
毛
な
無
理
解
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
精
神
的
に
は
一
穂
の
潜
在
的
戦
争
状
態
を
瞳
味
す
る
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
モ
ロ
ッ
コ
に
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
な
が
ら
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
両
義
的
な
愛
に
引
き
裂

か
れ
続
け
る
作
家
ア
ブ
デ
ル
ヶ
ビ
ル
・
ハ
テ
ィ
ビ
は
、
言
語
相
互
の
関
係
を
「
単
に
あ
る
ラ
ン
グ
と
も
う
ひ
と
つ
別
の
ラ
ン
グ
と
の
…
…

外
的
な
関
係
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
拒
否
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
個
々
の
単
語
、
個
々
の
姓
名
、
個
々
の
名
前
と
固
有
名
の
な

か
に
は
、
つ
ね
に
別
の
語
た
ち
の
輪
郭
、
そ
の
歓
待
的
書
法
が
存
在
す
る
。
個
々
の
単
語
に
は
別
の
語
た
ち
が
、
個
々
の
ラ
ン
グ
に
は

別
の
ラ
ン
グ
た
ち
が
滞
在
し
て
い
る
の
だ
。
…
・
・
・
そ
の
怠
味
…
…
に
お
い
て
、
い
か
な
る
ラ
ン
グ
も
肢
終
的
に
ラ
ン
グ
そ
れ
倒
身
、
そ

（
脳
）

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
と
は
無
縁
で
あ
る
。
」

イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
の
「
不
純
」
な
存
在
様
式
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
言
語
本
来
の
機
能
を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
実
体
と
し
て

確
立
さ
れ
た
国
民
言
語
の
側
か
ら
の
、
激
し
い
憎
悪
の
対
象
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
国
民
国
家
と
し
て
編
成
さ
れ
て

い
く
過
程
の
中
で
、
そ
こ
に
住
む
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
を
捨
て
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
（
東
欧
で
は
、
そ
れ

は
い
わ
ば
ユ
ダ
ヤ
人
の
擬
似
罠
一
一
］
籍
と
し
て
笑
休
化
さ
れ
て
い
く
ｌ
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
ネ
ー
シ
ラ
と
し
て
実

体
化
す
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
「
Ｉ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
中
欧
に
お
け
る
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
切
り
捨
て
の
動
き
の

奥
耐
を
な
す
も
の
に
す
ぎ
ま
い
。
標
準
化
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
た
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
の
本
来
の
機
能
に
対
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１６ 
す
る
》
異
切
り
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
）

だ
が
、
た
と
え
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
を
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
な
る
も
の
と
し
て
捨
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
な
る
も
の
の
内

に
、
再
び
よ
み
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
フ
カ
が
、
ユ
ダ
ヤ
系
作
家
に
よ
っ
て
完
壁
な
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
に
す
ぎ
ぬ
と
艇
め
る
時
、
ま
た
、
き
わ
め
て
不
安
定
な
こ
の
言
語
の
機
能
を
、
「
オ
ド
ラ
デ
ク
「
｜

（
脳
）

と
し
て
形
象
化
す
る
時
、
彼
の
目
に
見
え
て
い
る
も
の
が
、
ス
ー
ナ
ィ
グ
マ
か
ら
生
ま
れ
た
幻
影
で
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
固
定
化
と
安

定
を
拒
む
言
語
本
来
の
機
能
が
、
そ
こ
で
ド
イ
ツ
語
の
内
に
出
現
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
は
、

真
正
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
た
ら
ん
と
し
て
、
「
混
合
言
語
」
た
る
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
を
捨
て
、
死
語
で
あ
っ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
復
活
し
た
。

だ
が
、
擬
似
国
民
言
語
と
し
て
実
体
化
さ
れ
た
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
が
、
た
と
え
今
後
滅
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
な

る
も
の
を
、
国
民
言
語
と
し
て
の
実
体
化
を
拒
む
、
一
一
両
譜
本
来
の
機
能
と
解
す
る
限
り
、
そ
れ
は
滅
び
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
い
つ
で
も
、
い
か
な
る
高
禰
の
内
に
も
、
姿
を
呪
わ
す
に
迎
い
な
い
。
同
様
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
な
る
も
の
を
、
擬
似
国
民
国
家
と
し

て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
を
離
れ
、
川
氏
と
し
て
の
突
体
化
を
枢
む
機
能
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
で
も
、
い
か
な
る
剛
氏

国
家
の
内
に
も
、
姿
を
呪
わ
す
だ
ろ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
現
象
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
の
限
界
性
を
、
只
先
に
例
証
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ

れ
は
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
る
概
念
の
一
側
面
で
あ
る
「
民
族
」
と
し
て
、
彼
ら
を
捉
え
る
こ
と
が
仮
に
可
能
だ
と
し
て
も
、
も
う
一
つ
の

側
面
で
あ
る
「
国
民
」
あ
る
い
は
「
国
家
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
一
九
四
八
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
建
国
ま
で
は
、

領
土
と
見
な
せ
る
地
域
の
不
在
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
に
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、

ま
た
そ
れ
以
上
に
、
彼
ら
は
そ
の
言
語
の
機
能
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
概
念
の
無
効
性
を
証
示
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は

ま
た
、
ナ
チ
ス
時
代
に
彼
ら
に
負
わ
さ
れ
た
状
況
を
通
し
て
、
人
間
概
念
の
無
効
性
の
証
人
と
し
て
も
、
歴
史
に
よ
っ
て
真
先
に
選
び

土
Ⅲ
シ
ョ
ン

出
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
国
民
概
念
と
人
間
概
念
が
、
連
続
す
る
同
質
の
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
つ

た
の
だ
ろ
う
。
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１７ 

（
、
）
平
凡
社
版
「
世
界
大
百
科
事
典
』
第
二
巻
、
’
九
八
八
年
、
四
三
五
ペ
ー
ジ
（
「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
」
の
項
、
松
田
伊
作
筆
）
参
照
。

（
、
）
手
も
と
に
あ
る
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
辞
典
の
文
献
表
に
よ
れ
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
語
（
］
目
の
。
②
ロ
風
呂
の
）
｜
と
い
う
表
現
が
、
初
め
て
書
名

に
誉
場
す
る
の
は
一
七
八
四
年
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
・
ド
イ
ツ
語
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、

｜
ド
イ
ツ
語
（
目
⑭
ｃ
の
日
の
８
の
）
」
と
対
比
し
て
「
ユ
ダ
ヤ
譜
（
：
晩
］
且
厨
呂
の
）
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
の
は
、
一
八
一
．
一
三
年
で
あ
り
、

「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
譜
（
＆
①
］
己
昌
駕
冒
、
己
『
：
。
。
）
」
と
い
う
斐
現
は
、
一
九
一
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
篭
場
す
る
。
Ｑ
・
］
一
目
｛
ぬ
ｎ
コ
届

ニ
ョ
。
『
〔
Ｃ
『
ご
｛
』
ｎ
コ
・
西
『
い
兎
・
ぐ
・
の
】
の
、
ヨ
口
コ
ロ
ン
・
三
○
一
｛
・
｝
旨
ヨ
ワ
Ｅ
『
ぬ
ご
》
輿
の
・
日
｛
〔
・

（
⑫
）
ア
ブ
デ
ル
ヶ
ビ
ル
・
ハ
テ
ィ
ビ
『
異
邦
人
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
』
。
渡
辺
諒
訳
、
水
声
社
、
一
九
九
五
年
、
二
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
旧
）
掌
編
「
父
の
気
が
か
り
」
に
お
い
て
。
９
．
句
『
血
目
床
菖
冨
駒
『
＆
ご
自
困
の
。
．
「
『
窪
。
【
『
ご
『
Ｅ
曰
宣
＆
ゴ
ご
忠
・
“
」
ｇ
［

（
５
）
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
「
全
体
主
義
の
起
原
」
ｌ
｜
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
。
大
久
保
和
郎
訳
、
一
九
七
二
年
、
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
『
一
。
、
石
隆
・
白
石
さ
や
沢
、
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
七
年
、
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
同
、
ユ
五
○
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
十
七
世
紀
以
前
の
一
力
国
語
辞
典
は
、
外
来
語
を
は
じ
め
と
す
る
雌
禰
の
注
解
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
な
迩
味
で
の
旧
識

辞
典
と
は
異
質
で
あ
る
。
平
凡
社
版
『
世
界
人
百
科
事
典
』
第
十
二
巻
、
一
九
八
八
年
、
二
四
パ
ベ
ー
ジ
以
ド
（
「
辞
灘
（
西
洋
と
の
項
、
寺

澤
芳
雄
筆
）
参
照
。

（
９
）
注
（
３
）
参
照
。

（
、
）
平
凡
社
版
「
世
界
大
百
科
事
典
』
第
二
巻
、
’
九
八
八
年
、
四
三
五
ペ
ー
ジ
（
「
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
」
の
項
、
松
田
伊
作
筆
）
参
照
。

（
、
）
手
も
と
に
あ
る
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
辞
典
の
文
献
表
に
よ
れ
ば
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
言
語
（
］
目
の
。
②
ロ
風
呂
の
）
｜
と
い
う
表
現
が
、
初
め
て
書
名

《
注
》

（
１
）
『
『
昌
一
舞
云
窪
「
六
座
”
『
聾
狛
の
ご
■
ｏ
可
の
『
」
①
」
つ
ｌ
ご
坤
寧
・
『
『
陸
『
】
六
「
臣
『
一
ｍ
ヨ
シ
国
四
ヨ
皀
塵
津
⑫
・
酌
。
⑫
。

（
２
）
『
『
四
口
田
床
ロ
『
云
凹
坤
庫
ユ
の
｛
の
凹
皀
ア
ニ
ー
の
。
鐸
・
可
『
津
。
【
『
Ｅ
ユ
山
ヨ
シ
島
口
ご
］
垣
、
⑫
．
⑫
．
⑬
『
．

（
３
）
句
吋
ロ
ゴ
職
六
口
「
六
口
“
国
『
旨
『
⑦
こ
つ
閂
Ｉ
］
。
』
』
・
弓
『
四
コ
六
『
Ｅ
『
（
四
日
二
｛
凹
冒
一
℃
『
、
》
ｍ
・
曹
当
つ
「
「
．

（
４
）
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
』
２
「
帝
国
主
義
」
。
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年
、
特
に
二
三

五
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
ド
イ
ツ
文
学
・
第
一
教
養
部
教
授
）
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