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わ
た
し
は
、
多
く
の
評
者
と
と
も
に
、
こ
の
劇
は
離
水
的
に
は
専
劇
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
ま
ず
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
シ
ャ
イ

ロ
ッ
ク
を
皿
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
「
新
制
文
庫
」
版
の
『
ヴ
ェ
ー
ー
ス
の
商
人
」
の
訳
者
桶
川
恒
仔
氏
も
「
解
説
」
の
な
か
で
言
っ

て
い
る
。
「
私
た
ち
は
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
」
の
揃
縁
か
ら
外
に
巡
れ
だ
し
て
は
な
ら
な
い
…
…
エ
リ
ザ
ベ
ス
帆
時
代

の
人
物
と
し
て
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
存
在
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
さ
ら
に
氏
は
述
べ
て
い
る
。
「
ク
イ
ラ
Ⅱ
ク
ー
チ
の
言

葉
を
そ
の
ま
ま
借
り
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
当
時
の
英
国
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
ひ
ど
く
排
斥
し
た
時
代
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
お
そ
ら
く
ユ
ダ

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
鮫
も
良
く
知
ら
れ
、
広
く
上
波
さ
れ
る
側
の
一
つ
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
な
か
で
、
強
欲
で
冷
陥
非
情
な
商
利

（
１
）

貸
し
と
し
て
描
か
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
悪
役
像
は
、
作
者
自
身
が
意
図
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て

の
一
つ
の
典
拠
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
世
界
中
に
あ
ま
り
に
も
広
く
深
い
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
、
宗
教
の
問
題
と

し
て
考
察
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

社
会
意
識
と
ユ
ダ
ヤ
人
像

ｌ
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
な
か
で
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
割

－
宗
教
の
視
点
か
ら
見
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
ー

高
尾

利
数
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こ
の
「
新
潮
文
庫
」
版
の
も
う
一
人
の
解
説
者
で
あ
る
英
文
学
者
中
村
保
男
氏
も
言
っ
て
い
る
。
「
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
、
喜
劇
巾
の
悪
役
と
い
う
役
判
を
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
人
物
な
の
で
あ
り
、
他
の
幾
場
人
物
た
ち
は
（
そ
れ
に
捌
窓
も
）
そ
の
よ
う
に

彼
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
み
ず
か
ら
設
け
た
冷
酷
の
良
に
み
ず
か
ら
は
ま
り
こ
む
洲
砺
な
卯
つ
ま
み
者
な
の
だ
。
こ
の
芝
隅
が

書
か
れ
た
当
時
の
英
国
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
人
図
を
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
悪
ど
い
筒
利
貸
し
も
道
徳
的
に
忌
避
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
風
潮

を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
利
川
し
た
ま
で
な
の
で
あ
る
」
と
。

一
喜
劇
の
な
か
の
悪
役
と
し
て
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
役
割
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
が
、
こ
の
劇
を
通
じ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
侮
辱
し
よ
う
と
し
た
と
か
、
逆
に
、
ハ
イ
ネ
が
言
っ
た
よ
う
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
逆
じ
て

ユ
ダ
ヤ
人
を
擁
趣
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
の
も
基
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
中
村
氏
の
次
の
よ
う
な
指

摘
は
適
切
で
あ
る
と
思
う
。
「
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
も
喜
側
の
枠
内
で
彼
独
自
の
強
烈
さ
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
第
三
瀧
輔
一

場
で
サ
レ
ァ
リ
ォ
ー
た
ち
に
む
か
っ
て
叩
き
つ
け
る
皮
肉
な
滋
舌
は
、
辛
辣
で
生
気
に
樅
れ
、
彼
の
心
怖
を
吐
臨
し
た
巧
み
な
し
っ
ぺ
い

か
た
６

が
え
し
で
あ
る
．
ユ
ダ
ヤ
人
を
Ｈ
の
敵
に
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
非
難
し
て
彼
は
一
一
言
う
Ｉ

ャ
人
を
ろ
く
に
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
机
時
代
の

人
々
は
、
貴
族
と
一
般
市
民
と
の
別
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
蔑
み
憎
み
、
人
で
な
し
の
扱
い
を
し
て
い
て
、
少
し
も
省
み
る
こ
と
が
な
か
つ

『
あ
の
男
、
お
れ
に
恥
を
か
か
せ
た
、
（
中
略
）
お
れ
の
仲
間
を
蔑
み
、
俺
の
商
売
の
裏
を
か
く
、
（
中
略
）
そ
れ
も
な
ん
の
た
め
だ
？

ユ
ダ
ヤ
人
だ
か
ら
さ
…
…
ユ
ダ
ヤ
人
は
目
な
し
だ
と
で
も
一
言
う
の
で
す
か
い
？
（
中
略
）
同
じ
も
の
を
食
っ
て
は
い
な
い
と
言
う
の
か

ね
？
（
中
略
）
何
も
か
も
ク
リ
ス
ト
教
徒
と
は
述
う
と
で
も
言
う
の
か
な
？
（
中
略
）
ひ
ど
い
め
に
会
わ
さ
れ
て
も
、
仕
か
え
し
は
す

た
の
で
あ
る
」
と
。
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し
か
し
、
桐
田
恒
存
氏
が
、
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
時
代
の
人
々
は
、
貴
族
と
一
般
市
民
と
の
別
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
蔑
み
憎
み
、
人
で
な

し
の
扱
い
を
し
て
い
て
、
少
し
も
省
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
、
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
全

体
の
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
に
対
す
る
偏
見
と
差
別
の
問
題
は
、
深
刻
で
あ
り
亜
人
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
擁
護
し
て
い
る
と
い
う
暴
論
が
と
び
だ
し
て
く
る
の
も
、
む
く
な
る
か
な
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
強
い
諮

洲
、
巧
み
な
修
辞
で
あ
る
。
…
…
灘
劇
の
悪
役
に
も
こ
の
よ
う
な
行
助
の
〈
深
み
〉
を
付
与
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
な
ん
と
大
き
な

器
励
を
も
っ
た
劇
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
彼
は
お
そ
ら
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
突
物
に
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
典
型
を
兄
事
に
生
か
し
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
一
つ
の
優
れ
た
喜
劇
と
し
て
の
「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
な
か
で
悪
役
を
ふ
り
あ
て
ら
れ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
い

う
ユ
ダ
ヤ
人
高
利
貸
し
の
姿
を
、
こ
の
専
劇
の
枠
か
ら
は
ず
し
て
拡
大
解
釈
す
る
の
は
、
本
質
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

ワ
フ
。

る
な
、
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
い
？
（
中
略
）
ク
リ
ス
ト
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
ひ
ど
い
め
に
あ
わ
さ
れ
た
ら
、
御
脚
慢
の
洲
悩
は

な
ん
と
言
い
ま
す
か
な
？
仕
か
え
し
と
く
る
。
そ
れ
な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ク
リ
ス
ト
教
徒
に
ひ
ど
い
め
に
会
わ
さ
れ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
持
ち
ま
え
の
忍
従
は
、
あ
ん
た
が
た
の
お
手
本
か
ら
何
を
学
ん
だ
ら
い
い
の
か
な
？
や
っ
ぱ
り
、
仕
か
え
し
だ
。
（
後
略
）
」

２
背
景
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
重
さ
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喜
劇
は
最
も
成
功
し
た
作
品
と
し
て
、
現
代
に
至
る
ま
で
全
世
界
で
広
く
上
演
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
隠
に
陽
に
無
数
の
人
々
に
「
強
欲
で

㈹

冷
酷
非
情
な
ユ
ダ
ヤ
人
高
利
貸
し
」
と
い
う
固
定
観
念
を
助
長
し
蝋
幅
し
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
考
え
て
み
る

と
、
単
純
に
一
喜
劇
の
な
か
の
悪
役
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
同
身
の

「
罪
」
と
し
て
彼
を
非
難
し
て
も
始
ま
ら
な
い
が
、
こ
の
偏
見
の
拡
大
墹
幡
に
つ
い
て
、
彼
が
何
の
歯
止
め
も
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
彼
ほ
ど
の
洞
察
力
の
あ
る
人
物
と
し
て
は
、
や
は
り
そ
れ
な
り
に
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
は
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
、
こ
う
い
う
当
時
の
風
潮
を
「
利
川
し
た
ま
で
」
だ
と
は
言
っ
て
も
、
や
は
り
当
時
の
こ
う
し
た
一

般
風
潮
は
深
く
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
中
村
氏
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
た
箇
所
の
よ
う
に
、

虐
げ
ら
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
側
の
怨
念
の
こ
も
っ
た
心
怖
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
深
く
え
ぐ
り
川
し
て
表
現
し
え
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
所
詮
は
、
こ
の
劇
作
を
読
み
観
る
人
々
の
側
の
思
想
と
感
性
の
問
題
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
、
こ
の
劇
の
背
景
と

し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
は
深
く
考
衆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
上
に
引
用
し
た
福
田
氏
の
言
葉
に
は
、
続
い
て
以
下
の
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
わ
た
し
に
は

気
に
な
る
。
桶
川
氏
は
、
「
…
…
敵
を
愛
す
る
こ
と
を
信
条
と
し
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
で
は
あ
っ
た
が
、
教
柧
を
十
字
架
に
か
け
た
敵
だ
け

は
例
外
だ
っ
た
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
福
田
氏
自
身
の
理
解
な
の
か
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
人
々
の
理
解
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
か
、
氏
の
Ⅱ
水
語
の
柵
造
の
暖
昧
さ
か
ら
し
て
定
か
で
は
な
い
が
、
桶
川
氏
自
身
の
叫
解
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
｜
日
本
人
と
し
て
の
福
田
氏
の
な
か
に
も
依
然
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
認
識
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
こ
う
い
う
「
理
解
」
が
そ
も
そ
も
兎
大
な
誤
解
・
偏
見
に
雌
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
る

ロ
っ
◎そ
も
そ
も
、
伝
統
的
な
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
れ
ば
、
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
の
こ
と
を
、
本
譜
で
言
う
「
教
祖
」
と
は
表
現
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し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
教
祖
」
と
い
う
日
本
語
に
は
、
そ
の
者
が
所
詮
一
人
の
「
人
間
」
で
し
か
な
い
と
い
う
理
解
が
前
提

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
正
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
一
人
の
た
だ
の
「
人
間
」
と
は
受
け
と
っ
て
い
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
「
神
の
子
」
、
い
や
さ
ら
に
三
位
一
体
の
神
の
な
か
の
「
御
子
」
の
位
格
に
あ
る
「
抑
」
自
身
と
し
て
信
じ
て
い
る
の
で

あ
り
、
あ
ま
た
あ
る
宗
教
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
教
祖
」
な
ど
と
は
受
け
と
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
表
現
し
も
し
な
い
の

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
川
設
者
」
は
、
根
源
的
に
は
彼
ら
の
唯
一
絶
対
の
「
主
」
な
る
「
抑
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」
は
、
そ
の
神
か
ら
全
人
類
の
た
め
の
唯
一
絶
対
で
肢
終
的
な
救
い
を
も
た
ら
す
べ
く
唯
一
回
こ
の
世
に
送
ら
れ
て
き

り
リ
ス
ト

大
「
神
の
子
」
「
救
世
主
」
（
本
来
「
油
注
が
れ
た
者
」
を
意
味
す
る
ヘ
プ
ラ
ィ
語
メ
シ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
）
な
の
で
あ
り
、
単
な
る
一
つ
の
宗

教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
「
Ⅲ
Ⅲ
」
「
教
Ⅲ
」
な
ど
と
い
う
「
人
間
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
凡
る
と
、
桶
川
氏
の
言
葉
は
、

彼
自
身
の
理
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
く
る
。
で
あ
れ
ば
、
氏
の
「
敵
を
愛
す
る
こ
と
を
信
条
と
し
た
ク
リ
ス
ト
教
徒
」

と
い
う
表
現
も
気
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
す
ぐ
に
多
く
の
人
が
、
「
愛
の
宗
教
」
な
ど
と
定
義
し
た
が
る
。
確
か

に
イ
エ
ス
の
言
葉
と
し
て
、
「
敵
を
愛
し
、
向
分
を
追
啓
す
る
者
の
た
め
に
祈
り
な
さ
い
」
（
『
マ
タ
ィ
に
よ
る
柵
荷
瞥
』
Ⅲ
：
四
四
）
と
い
う

言
葉
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
言
葉
が
、
具
体
的
な
情
況
を
総
象
し
た
抽
象
的
・
瞥
遍
的
な
「
只
皿
」
と
し
て
諮
ら
れ
た
も
の
で

あ
ら
邸

は
な
く
、
支
配
者
が
作
り
出
す
「
敵
」
と
い
う
概
念
に
抗
う
》
」
と
を
促
す
「
逆
説
的
」
な
表
現
と
し
て
、
支
配
者
な
ど
が
措
定
す
る
「
敵

を
こ
そ
愛
せ
」
と
理
解
す
る
ほ
う
が
、
イ
エ
ス
の
本
来
の
志
向
に
合
致
す
る
も
の
だ
と
い
う
田
川
建
三
の
指
摘
に
注
目
し
た
い
。
実
際
彼

は
、
世
界
的
水
準
を
抜
く
彼
の
替
作
「
イ
エ
ス
と
い
う
男
」
（
三
一
牒
房
）
に
お
い
て
、
「
（
６
）
イ
エ
ス
は
愛
の
説
教
者
で
は
な
い
」
と
い

う
頓
Ｈ
を
設
け
て
、
詳
細
な
議
論
を
腿
附
し
て
い
る
。
「
敵
」
一
般
を
「
愛
す
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
所
詮
矛
府
」
で
し

か
な
い
。
「
愛
敵
」
と
い
う
矛
晒
し
た
表
現
を
超
越
的
真
理
と
し
て
描
疋
す
る
な
ら
ば
、
結
局
は
絶
望
や
偽
善
を
生
み
川
す
だ
け
で
あ
ろ

う
。
詳
し
く
は
拙
著
『
イ
エ
ス
と
は
誰
か
」
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
の
Ⅱ
の
ｌ
「
敵
を
愛
せ
」
の
項
を
見
ら
れ
た
い
。

6９



と
こ
ろ
が
、
伝
統
的
。
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
愛
敵
」
を
絶
対
的
・
呰
遍
的
「
偏
条
」
と
し
て
宣
伝
し
た
の
で
、
真

而
Ⅱ
な
人
が
そ
れ
を
災
映
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
絶
望
感
へ
と
近
い
詰
め
ら
れ
、
対
極
的
な
神
の
「
絶
対
愛
」
に
よ
る
可
放
し
」
を
独
占
す

る
制
度
と
し
て
の
教
会
に
永
却
回
帰
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ら
れ
る
し
、
支
配
者
が
そ
れ
を
道
具
と
し
て
川
い
れ
ば
偽
静
的
な
支
配

の
た
め
の
格
好
の
武
器
と
な
っ
た
り
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
広
く
偽
藩
を
生
み
川
す
柧
拠
と
な
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
キ

リ
ス
ト
教
会
は
、
今
か
ら
二
千
年
前
の
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
生
ま
れ
殺
さ
れ
た
大
工
の
息
子
イ
エ
ス
を
、
唯
一
絶
対
の
救
い
主
キ
リ
ス
ト
、

神
の
子
、
い
や
さ
ら
に
「
抑
」
そ
の
も
の
と
し
て
信
じ
込
む
と
い
う
ド
グ
マ
を
絶
対
化
し
、
そ
の
ド
グ
マ
を
脈
条
件
的
に
承
認
し
受
け
入

れ
る
こ
と
を
も
っ
て
「
救
済
の
条
件
」
と
し
、
こ
の
ド
グ
マ
を
あ
ら
ゆ
る
人
に
押
し
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
仰
し
付
け
」

は
、
拒
否
に
遭
え
ば
、
た
ち
ま
ち
憎
し
み
に
転
化
し
、
相
手
に
激
し
い
呪
誼
を
叩
き
つ
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
「
神
の
子
を
十
字

架
に
か
け
た
敵
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
は
例
外
だ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
歪
曲
さ
れ
た
概
念
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ

エ
ス
自
身
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
し
、
初
代
の
弟
子
も
使
徒
も
す
べ
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ば
「
本
家
本
元
」
の
１

（
２
）

ダ
ャ
人
た
ち
が
総
体
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
激
時
岡
ド
グ
マ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
不
安
に
か
ら
れ
た
キ
リ
ス

ト
教
会
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
「
キ
リ
ス
ト
殺
し
」
「
抑
殺
し
」
の
非
を
背
負
う
者
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
永
遠
に
呪
わ
れ
た
存
在
だ
な
ど
と
い
う

仙
解
を
狸
造
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
に
対
す
る
憎
し
み
を
蝋
幅
さ
せ
て
き
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

小
炎
と
し
て
は
、
イ
エ
ス
を
殺
し
た
の
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は
な
く
、
Ｍ
１
マ
人
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ユ
ダ
ヤ
人
の
支
配
行
た
ち
は
、
イ

エ
ス
を
殺
す
よ
う
に
仕
向
け
た
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
炎
際
に
処
刑
し
た
の
は
ロ
ー
マ
人
で
あ
っ
た
。
十
字
架
川
と
い
う
の
は
、

ロ
ー
マ
に
対
す
る
反
逆
罪
の
非
を
犯
し
た
背
に
加
え
ら
れ
る
ロ
ー
マ
刑
法
に
腋
づ
く
処
刑
方
法
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
人
だ
け
が
執
行
で
き
る

刑
罰
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
エ
ス
の
「
罪
状
灘
き
」
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
イ
エ
ス
自

身
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
殺
し
た
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
後
代
の
悪
意
に
満
ち
た
狸
造
に
す
ぎ
な
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桶
川
個
存
氏
は
、
「
教
柵
殺
し
」
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
を
述
べ
た
く
だ
り
に
続
い
て
、
「
金
貸
し
業
者
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
も
、
そ
の
敵
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
昔
か
ら
金
貸
し
業
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
金
を
貸
し
て
利
を
得
る
こ

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
道
徳
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
遡
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
道
徳
剛
か
ら
も
、
自
然
に
た
い
す
る
非
と
し
て
卑
し

む
べ
き
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
金
利
を
悪
と
考
え
て
も
、
金
を
借
り
ね
ば
な
ら
ぬ
事
態
は
起
こ
っ
た

し
、
金
を
借
り
れ
ば
当
然
金
利
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
…
…
そ
こ
で
ク
リ
ス
ト
教
徒
は
良
心
を
傷
つ
け
ず
に
叩
を
述
ぶ
た
め
、
自
分
の

罪
を
背
負
っ
て
も
ら
う
生
け
に
え
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
生
け
に
え
の
役
を
ユ
ダ
ヤ
人
が
み
ず
か
ら
買
っ
て
出
た
」
と
。

あ
ま
り
揚
げ
足
取
り
の
よ
う
な
議
論
を
し
た
く
は
な
い
の
だ
が
、
こ
う
い
う
解
釈
に
は
璽
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
、
そ

の
幾
つ
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
背
か
ら
金
貸
し
業
と
し
て
栄
え
て
い
た
」
と
い
う
表
現
は
、
単
な
る
客

観
的
な
描
写
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
が
、
最
後
の
「
そ
の
生
け
に
え
の
役
を
ユ
ダ
ヤ
人
が
み
ず
か
ら
買
っ
て
出
た
」
と

い
う
理
解
と
結
び
付
け
る
と
、
あ
た
か
も
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
が
岐
初
か
ら
希
望
し
て
金
貸
し
業
に
没
頭
し
て
き
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え

る
。
そ
れ
こ
そ
が
ひ
ど
い
曲
解
で
あ
り
偏
見
の
所
産
で
あ
る
。
事
の
よ
り
正
確
な
把
握
の
た
め
に
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
大
澤
武
男
氏
の

『
ユ
ダ
ヤ
人
と
ド
イ
ツ
』
（
講
談
社
現
代
祈
瞥
）
の
「
２
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
と
岐
性
」
の
項
の
「
強
い
ら
れ
て
生
き
る
道
…
…
金
貸
し

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ご
く
最
近
に
な
っ
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
よ
う
や
く
正
式
に
そ
の
非
を
認
め
ユ
ダ
ヤ
人
に
謝
罪
し
た
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
裏
諜
き
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
歪
曲
を
二
○
世
紀
の
終
わ
り
に
な
っ
て
よ
う
や
く
承
認
し

た
と
い
う
こ
と
目
体
が
、
ま
っ
た
く
恐
ろ
し
く
ひ
ど
い
話
な
の
で
あ
る
が
。

３
「
金
貸
し
業
者
」
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
像
の
発
生
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業
…
…
高
利
貸
し
ユ
ダ
ヤ
人
像
の
成
立
」
の
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
こ
と
を
「
金
貸
し
業
」
を
「
本
業
」
と
す
る
者
と

し
て
最
初
に
命
名
し
た
の
が
、
第
二
回
十
字
顕
を
勧
進
し
た
有
名
な
修
道
士
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
ォ
ー
の
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
二
○
九
一
年
頃
～

’
’
五
三
年
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
金
貸
し
業
が
選
択
の
余
地
の
な
い
職
業
と
な
っ
た
の
は
、
’
二
一
五
年
、
第
四

回
ラ
テ
ラ
ノ
宗
教
会
議
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
利
息
を
取
っ
て
金
を
貸
す
こ
と
を
厳
し
く
禁
止
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ユ
ダ

ヤ
人
が
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
職
業
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
職
工
に
も
な
れ
ず
、
店
も
持
て
ず
、
土
地
所
有
も
禁
止
さ

れ
、
農
業
も
許
さ
れ
ず
、
遂
に
教
会
法
の
禁
止
に
拘
束
さ
れ
な
か
っ
た
金
貸
し
業
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
克
明
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
大
瀞
氏
は
警
告
し
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
き
る
道
と
し
て
の
金
貸
し
業
は
、
彼
等
の
自
由
意
思
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
」
（
三
三
頁
）
と
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
金
貸
し
を
始
め
る
以
前
は
、
も
っ
ぱ
ら
修
道
院
や
各
地
の
教
会
管
腫
が

金
貸
し
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
や
、
「
隣
人
愛
と
清
貧
を
売
り
物
に
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
さ
え
、
最
初
か
ら
年
利
四
～
一
○

パ
ー
セ
ン
ト
を
受
け
と
り
、
…
…
ま
さ
に
高
利
貸
し
的
存
在
と
な
り
、
貧
民
を
搾
取
す
る
弊
害
が
生
ま
れ
て
い
た
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

こ
う
し
て
み
る
と
、
福
田
恒
存
氏
の
「
解
説
」
自
体
が
、
欧
米
に
広
が
っ
て
い
る
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
偏
見
と
歪
曲
を
土
台
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
シ
ャ
ィ
ロ
ッ
ク
的
ユ
ダ
ヤ
人
像
の
哨
桐
に
む
し
ろ
手
を
貸
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。

い
る
の
だ
！

「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
完
全
な
創
造
物
で
は
な
い
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
し

４
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
像
の
創
造
者
で
は
な
い
こ
と
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大
二
人
の
解
説
者
に
よ
っ
て
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
構
造
は
、
一
四
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
セ
ル
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ー
ー
の
作

「
イ
ル
・
ペ
コ
ロ
ー
ネ
』
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
ユ
ダ
ヤ
人
像
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
先
立
つ
ロ
パ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル

ソ
ン
の
『
ロ
ン
ド
ン
の
三
婦
人
』
や
、
と
り
わ
け
先
蔬
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ー
ロ
ー
の
『
モ
ル
タ
烏
の
ユ
ダ
ヤ
人
』
（
一
五
九
二
年
）

に
暗
示
を
得
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
劇
は
、
そ
う
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
素
材
を
巧
み
に
構
成
し
直
し
た
「
多
層
体
」
と
し
て
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
天
才
に
よ
っ
て
素
材
が
さ
ら
に
効
果
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
宗
教
と
い
う
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す

れ
ば
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
実
に
長
い
間
に
蓄
穣
さ
れ

伝
承
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
深
刻
さ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
ヴ
ェ
ー
ー
ス
の
商
人
』
に
お
け
る

シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
像
の
創
造
者
で
は
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
重
人
な
問
題
な
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
意
図
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
劇
作
の
上
減
が
成
功
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
像

が
、
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
て
後
代
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

現
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
れ
ば
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
あ
ま
り
に
も
深
く
広
く
浸
透
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
非
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
の
間
に
お
い
て
さ
え
、
シ
ャ
イ

ロ
ッ
ク
的
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
深
い
悲
し
み
と
共
に
指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
啓

蒙
主
義
が
起
こ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
化
政
筑
が
顕
著
に
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
に
も
そ
れ
に
呼
応
す
る
「
啓
蒙
主
義
的
ユ
ダ
ヤ
教
」
が
起

こ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
か
ら
の
同
化
迎
動
が
蝋
ん
に
な
る
時
代
に
な
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
の
間
に
お
い
て
す
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
的

な
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
｜
例
と
し
て
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
像
に
つ
い
て
の
、
多
く
の
ユ

ダ
ヤ
人
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
評
価
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
、
代
々
正
統
派
の
ラ
ビ
の
家
系
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
同
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
道
を
歩
み
、
ド
イ
ツ
的
教
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養
を
受
け
て
、
思
想
的
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
の
プ
ル
ー
ノ
・
パ
ウ
ァ
ー
の
ユ
ダ
ヤ
人
理
解
を
批
判
的
に
継
承
し
て
い
っ
た
と
叫
解
さ
れ
て

い
る
。
バ
ウ
ア
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
的
に
評
価
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
な
お
宗
教
的
に
で
は
あ
る
が
、
「
人
間
こ
そ
す
べ
て
で
あ
り
、

普
遍
者
、
全
能
者
で
あ
る
」
こ
と
を
告
げ
て
い
る
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
放

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
そ
の
も
の
か
ら
の
人
間
の
解
放
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
の
だ
と
主
張
し
た
。
マ
ル
ク
ス

は
、
そ
う
し
た
パ
ウ
ア
ー
の
理
解
を
転
換
さ
せ
て
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
寄
せ
て
』
を
謀
き
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
宣
言
す

る
。
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
現
世
的
基
礎
は
何
か
？
実
際
的
な
欲
望
、
私
利
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
現
世
の
祭
祀
は
何
か
？
き
た
な
い
商
売

で
あ
る
。
彼
ら
の
現
世
の
神
は
な
に
か
？
貨
幣
で
あ
る
。
よ
ろ
し
い
！
そ
れ
で
は
き
た
な
い
商
売
か
ら
の
解
放
が
、
し
た
が
っ
て
実

際
の
現
実
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
の
解
放
が
、
現
代
の
自
己
解
放
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
史
的
・
弁

証
法
的
咄
物
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
見
る
と
、
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
観
は
、
ま
さ
に
『
ヴ
ェ

ニ
ス
の
商
人
』
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
奴
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
マ
ル
ク
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
観
が
、
非
常
に
偏
っ
た
も
の
で

あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
本
質
を
「
利
己
主
義
」
と
把
え
る
こ
と
な
ど
歪
曲
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
し
、
第
一
貨
幣
の
把
握
も
き
わ
め
て

一
面
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
土
台
と
す
る
経
済
的
「
解
放
」
な
る
も
の
が
、
宗
教
そ
の
も
の
か
ら
の
解
放
な
ど
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
彼
の
資
本
制
経
済
へ
の
批
判
が
、
職
業
資
本
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
生
産
過
牒
内
部
で
の
剰
余
価
値
の

問
題
へ
と
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
際
に
は
、
あ
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
」
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
理
解
で
は
、
有
効
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
る

む
し
ろ
圧
倒
的
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
マ
ル
ク
ス
が
展
開
し
た
資
本
主
義
経
済
体
制
へ
の
批
判
の
有
効
性
を
一
定
程
度
認
め
る
も
の

の
、
彼
の
作
業
側
体
が
ユ
ダ
ヤ
教
そ
の
も
の
の
止
揚
を
必
然
化
し
た
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
地
上
の
楽

園
を
形
成
す
る
と
い
う
希
望
と
か
、
メ
シ
ア
的
な
救
済
の
思
考
と
か
、
終
末
的
な
新
天
新
地
の
到
来
な
ど
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
理
念
が
、
世
俗

の
で
あ
る
。
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こ
の
劇
作
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
双
方
に
よ
る
尖
に
多
く
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
キ
リ
ス
ト

像
教
徒
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
レ
ッ
テ
ル
貼
り
で
あ
る
が
、
「
邪
教
徒
」
「
悪
魔
」
「
犬
」
「
人
哺
み
犬
」
「
異
教
徒
」
「
畜
生
」
な
ど
な
ど
で
あ

慨
る
が
、
同
時
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
悪
の
椛
化
と
し
て
「
州
手
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
」
「
ユ
ダ
ヤ
人
め
！
」
と
一
般
化
し
て
鮒
側
す
る
場
而
、
あ
る
い

》
は
「
ユ
ダ
ヤ
殿
」
「
へ
プ
ラ
イ
人
」
な
ど
と
郷
楡
す
る
場
伽
が
尖
に
多
い
。
人
間
を
個
人
と
し
て
独
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
巡
っ
た
個
性
や
川
心

謎
想
や
Ⅲ
他
奴
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
兄
る
の
で
は
な
く
、
一
把
一
緒
げ
に
し
て
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
と
い
う
姿
勢
は
、
肢
も
危
険
な
姿
勢
で

愈会
あ
る
。
こ
う
い
う
傾
・
同
は
、
す
で
に
新
約
型
汕
口
の
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
禰
音
課
』
の
な
か
で
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
一
般
化
し
て
「
怨
魔
の
子
」

Ｉ

と
断
疋
す
る
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
一
般
を
断
罪
す
る
際
の
古
典
的
典
拠
と
さ
れ
て
き
た

的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
映
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
ら
の
Ｈ
か
ら
見
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ベ
ル
ジ
ャ
イ
ェ
フ
が
つ
と
に
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
宗
教
的
メ
シ
ァ
ニ
ズ
ム
の
世
俗
版
と
映
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
す
ら
ユ
ダ
ヤ
人
の
本
質
が
、
「
実
際
的
な
欲
望
、
私
利
」
を
求
め
、
「
き
た

な
い
商
売
」
を
し
、
貨
幣
を
「
現
世
の
神
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
深
刻
な
取
柄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歪
ん
だ

ユ
ダ
ヤ
人
像
が
、
特
に
近
代
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
般
化
さ
れ
、
遂
に
は
、
ナ
チ
ス
的
な
恐
ろ
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
像
へ
と
収
散
し
て
い
っ
た

こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
不
当
に
一
般
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
像
の
避
延
が
土
台
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
寵
ん
だ
ユ
ダ
ヤ

人
像
の
形
成
と
噛
偏
、
そ
し
て
一
般
化
に
、
「
ヴ
ェ
ー
ー
ス
の
商
人
』
の
な
か
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
的
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
大
き
く
「
貢
献
」
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

５
レ
ッ
テ
ル
貼
り
と
一
般
化
の
危
険
性
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の
で
あ
る
。
ま
た
新
約
聖
謝
で
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
が
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
迫
害
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
、
繰
り
返
し
諮
ら
れ
る
が
、
そ
の

こ
と
も
「
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
」
に
対
す
る
偏
見
や
憎
悪
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
そ
う
い
う
扱
い
に
対
抗
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
側
で
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
レ
ッ
テ
ル
貼
り
が
行
な
わ
れ
て
き

た
。
こ
の
喜
劇
に
お
い
て
も
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
繰
り
返
し
口
に
し
て
い
る
。
「
お
れ
は
や
つ
が
嫌
い
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
か
ら
な
」
、

か
た
き

「
や
つ
は
お
れ
た
ち
、
聖
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
川
の
敵
に
し
て
…
・
・
・
」
、
「
道
楽
一
一
一
味
の
キ
リ
ス
ト
教
従
」
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
阿
呆
ど
も
」
、

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
ち
よ
い
と
頭
を
な
で
ら
れ
た
く
ら
い
で
…
…
」
な
ど
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。

双
方
が
相
手
を
不
当
に
一
般
化
し
て
誹
諦
し
合
う
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
危
険
で
不
毛
な
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
災
米
人
を
「
鬼
畜
米
英
」
な
ど
と
い
う
表
現
で
侮
蔑
し
た
こ
と
の
魁
か
し
さ
恐
ろ
し
さ
は
、
な
お
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
川
手
側
も
日
本
人
を
「
ジ
ャ
ッ
プ
」
な
ど
と
呼
ん
で
応
酬
し
た
の
で
あ
る
が
。

そ
れ
に
し
て
も
、
『
ヴ
ェ
ー
ー
ス
の
商
人
』
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
関
係
は
、
対
等
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
前
打

の
圧
倒
的
優
位
の
な
か
で
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
前
提
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
悪
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
善
と
い
う
断
定
が
一

貫
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
偏
見
は
、
こ
の
劇
の
な
か
で
は
む
し
ろ
「
蒋
人
」
と
さ
れ
る
商
人
ア
ン
ト
ー
ー
ー
ォ
に
お
い
て
特
に
強
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
彼
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
少
し
「
親
切
心
」
を
見
せ
た
か
と
思
っ
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
諮
る
。
「
あ
の
ヘ
プ
ラ
ィ
人
、
結

擶
、
ク
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
す
る
か
も
し
れ
な
い
…
…
親
切
気
を
出
し
は
じ
め
た
か
ら
な
」
と
。
だ
か
ら
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
娘
の
ジ
ェ

シ
カ
が
、
「
親
に
似
ず
」
優
し
く
憐
れ
み
深
い
と
判
断
さ
れ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
「
異
教
徒
に
こ

ん
な
か
わ
い
い
子
が
い
よ
う
か
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
娘
に
こ
れ
ほ
ど
や
さ
し
い
子
が
！
ク
リ
ス
ト
教
徒
が
い
た
ず
ら
を
や
ら
か
し
て
、
こ
し

ら
え
た
子
で
も
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
…
…
…
」
と
。
こ
れ
は
何
と
ひ
ど
い
偏
見
に
根
差
し
た
発
言
で
あ
ろ
う
か
１
．

だ
が
、
こ
う
し
た
偏
見
は
一
六
世
紀
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
現
代
で
も
欧
米
社
会
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
の
間
に
は
依
然
と
し
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
独
断
と
偏
見
に
基
づ
く
断
定
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
当
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
な
か
で
も
い
つ

し
か
当
然
の
よ
う
に
思
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
劇
で
は
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
娘
ジ
ェ
シ
カ
の
言
葉
に
繰
り
返
し
現
わ

れ
て
く
る
。
ジ
ェ
シ
カ
は
、
上
述
し
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
の
言
葉
の
直
後
に
、
次
の
よ
う
に
叫
ぶ
。
「
…
…
け
れ
ど
、
同
じ
川
を
引
く
娘
で

も
、
心
は
別
…
…
あ
あ
、
ロ
レ
ン
ゾ
ー
、
も
し
約
束
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
…
…
き
っ
と
ク
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
て
み
せ
ま
し
ょ

う
！
」
と
。
ま
た
さ
ら
に
他
の
文
脈
の
な
か
で
ジ
ェ
シ
ヵ
は
言
う
。
「
あ
の
人
の
お
か
げ
で
ク
リ
ス
ト
教
徒
に
な
れ
た
の
だ
も
の
！
」
と
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
岐
後
の
幕
で
は
、
敗
訴
し
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
「
慈
悲
」
は
、
彼
に
キ
リ
ス

頚
卜
教
徒
に
な
る
こ
と
を
命
じ
る
（
！
）
こ
と
な
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ー
ム
も
共
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
ア
ブ
ラ

趾
ハ
ム
に
由
来
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
「
啓
示
宗
教
」
が
歴
史
を
通
じ
て
争
っ
て
き
て
い
る
姿
は
実
に
情
け
な
い
・
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い

》
て
は
、
つ
と
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
劇
作
「
賢
人
ナ
ー
タ
ン
』
が
、
真
の
和
解
の
た
め
の
豊
か
な
提
一
一
筒
を
行
な
っ
て
い
る
。
是
非
一
読
い
た
だ

識
き
た
い
．
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
篝
「
神
学
の
苦
悶
』
（
伝
雛
と
現
代
杜
）
の
「
而
統
山
磐
の
禍
い
と
そ
の
止
揚
ｌ
「
賢
人
ナ
ー
タ
ン

蕊
考
』
を
、
ま
た
『
ド
イ
ツ
観
念
論
』
（
弘
文
堂
）
の
第
一
巻
「
ド
イ
ツ
観
念
論
前
史
」
中
の
拙
論
「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
宗
教
思
想
」
を
、
さ

社

ら
に
こ
れ
ら
三
つ
の
宗
教
の
仰
観
念
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
『
神
の
歴
史
』
（
拙
訳
、
柏
惑
房
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

て
強
く
見
ら
れ
る
独
善
的
な
断
定
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
反
核
運
動
の
先
頭
を
切
っ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
真
面
目
な
、
そ
し
て

そ
れ
な
り
に
意
識
の
高
い
女
性
の
キ
リ
ス
ト
教
会
員
の
一
人
が
、
次
の
よ
う
な
疑
問
を
真
剣
に
提
起
し
て
い
る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

る
。
「
日
本
で
も
、
反
核
迎
動
が
盛
ん
だ
と
聞
く
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
何
で
も
な
い
日
本
人
が
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
良
い
行
為
に

関
心
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
！
わ
た
し
は
、
怒
り
を
感
じ
る
よ
り
も
、
冷
水
を
浴
び
せ
ら
れ
た
よ
う
な
怖
さ
を
感
じ
た
も
の
で

あ
る
。
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現
代
は
す
で
に
「
ポ
ス
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
」
（
勺
○
ぬ
▽
ｇ
乱
い
：
ロ
厚
Ｐ
）
と
呼
ば
れ
て
久
し
い
。
現
代
で
は
、
心
あ
る
人
々
の

川
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
も
、
一
つ
の
Ⅲ
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
独
灘
的
・
排
他
的
に
自
分
だ
け
が
耽
一
絶
対
の
真
理
を
保
持

し
て
い
る
な
ど
と
い
う
妄
想
は
洲
え
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
根
拠
の
な
い
妄
想
に
い
ま
だ
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
キ
リ
ス

ト
教
徒
も
多
い
の
で
あ
る
が
。
（
こ
う
い
う
問
題
へ
の
批
判
的
検
討
と
し
て
は
、
Ⅲ
川
処
三
や
八
木
誠
一
や
滝
沢
克
己
の
諸
滞
懇
お
よ
び
拙
絲
『
宗
教

幻
諭
』
や
『
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
蝿
併
』
（
共
に
社
会
評
論
社
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
側
の
も
の
と
し
て
は
、
ま
だ
多
く
の
限
界
の

あ
る
思
想
で
あ
る
と
は
い
え
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
の
『
神
は
多
く
の
名
前
を
持
つ
』
｛
岩
波
灘
店
｝
な
ど
も
あ
る
）
。
と
に
か
く
、
現
代
ま
で
の
聖
諜

や
宗
教
に
関
す
る
批
判
的
・
歴
史
的
研
究
な
ど
を
真
剣
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
唯
一
絶
対
主
義
」
な
ど
と
い
う
妄
想
は
、

も
う
く
ど
く
ど
と
課
き
巡
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
思
考
の
背
後
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
灘
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教

徒
は
班
で
あ
る
と
い
う
何
の
根
拠
も
な
い
大
前
提
が
術
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
独
糠
が
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
の
絶

対
性
へ
の
も
た
れ
か
か
り
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
十
字
氷
、
宗
教
蚊
判
、
異
端
群
問
、
ユ
ダ
ヤ
人
狩
り
、
魔
女
狩
り
、
異
教
徒
狩

り
な
ど
が
限
り
も
な
く
行
な
わ
れ
て
き
た
根
本
的
皿
川
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
抑
旺
は
、
ま
だ
「
改
宗
」
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
「
同
化
」
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
後
に
、
ナ
チ
ス
時
代
に
な
る
と
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
が
生
物
学
的
に
「
人
極
」
と
い
う
え
せ
科
学
的
観
念
を
も
っ
て

固
定
化
さ
れ
、
い
か
な
る
意
味
で
も
「
同
化
」
不
可
能
な
種
族
と
さ
れ
、
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
の
対
象
と
さ
れ
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、

ま
だ
ま
し
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

６
現
代
の
宗
教
事
情
と
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
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そ
れ
に
、
現
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
完
全
な
市
民
権
を
得
て
住
ん
で
い
る
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
は
、
な
お
多

く
の
克
服
さ
れ
る
べ
き
諸
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
は
い
え
、
か
っ
て
の
よ
う
な
差
別
や
迫
害
を
受
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
、
イ
ス
ラ

エ
ル
と
い
う
剛
家
の
誕
生
は
、
い
ろ
い
ろ
深
い
問
題
性
を
宿
し
て
い
る
と
は
い
え
、
世
界
中
の
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
、
一
部
は
た
め
ら
い

を
含
み
つ
つ
、
し
か
し
、
か
つ
て
な
い
安
定
感
や
安
心
感
や
誇
り
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
、
ア
ラ
ブ
諸
囮
家
と
の
争
い
も
伽
か
な
が
ら

希
望
が
持
て
る
よ
う
な
方
向
が
見
え
始
め
て
い
る
。
そ
う
い
う
怠
味
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
現
在
、
ま
ず
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い

て
、
そ
し
て
西
側
先
諸
進
国
に
お
い
て
、
か
つ
て
な
い
平
和
と
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
か
っ
て
の
同
化

の
刀
向
で
は
な
く
、
彼
ら
の
宗
教
や
氏
族
の
独
自
性
を
失
わ
ず
に
、
多
元
的
社
会
の
な
か
で
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
つ

つ
生
き
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
は
今
や
、
「
ポ
ス
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
」
の
な
か
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
が
キ
リ
ス
ト
教
と

巡
っ
て
、
人
間
の
理
性
を
根
性
に
す
る
よ
う
な
Ⅲ
に
よ
る
附
罪
と
か
死
人
か
ら
の
復
活
と
か
処
女
降
誕
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
奇
跡
に
雄
づ
く

無
理
な
ド
グ
マ
を
信
じ
る
よ
う
な
こ
と
を
要
求
せ
ず
、
し
か
も
人
生
の
意
味
や
歴
史
の
堆
礎
付
け
を
可
能
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

を
克
服
し
、
さ
ら
に
倫
皿
を
雌
礎
付
け
、
人
川
の
共
同
社
会
に
脳
礎
を
与
え
る
倫
理
的
咄
一
神
論
を
提
供
し
う
る
示
教
と
し
て
の
回
傭
を

強
め
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
は
、
ハ
ー
マ
ン
・
ウ
ォ
ー
ク
の
『
ユ
ダ
ヤ
教
を
語
る
』
（
原
題
は
『
こ
れ
が
私
の
神
だ
』
）
や
、
デ
ー
ー

ス
・
プ
レ
ガ
ー
／
Ｊ
・
テ
ル
シ
ュ
キ
ン
の
「
現
代
人
の
た
め
の
ユ
ダ
ヤ
教
入
門
」
（
共
に
、
、
ル
ト
ス
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
現
代
の
欧
米
社
会
に
は
、
反
セ
ム
主
義
が
い
ま
な
お
根
強
く
残
っ
て
い
る
し
、
岐
近
で
は
ネ
オ
・
ナ
チ
の
動
き
も
活
発
化
し

返
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
日
も
早
く
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
な
ど
の
恐
る
べ
き
現
実
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
は
、
か
っ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
な
ど
を
、
あ
の
よ
う
な
規
模
や
陥
さ
に
お
い
て
繰
り

7９



最
後
に
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
問
題
に
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
日
本
に
は
、
昔
か
ら
「
ユ
ダ
ヤ
謀
略
説
」
と
い
う
類
い
の
も
の

が
か
な
り
あ
る
が
、
そ
れ
が
一
九
八
○
年
代
か
ら
ま
た
復
活
し
始
め
て
い
る
。
そ
の
新
し
い
形
の
一
つ
は
、
宇
野
正
美
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
が

解
か
る
と
世
界
が
見
え
て
く
る
」
（
徽
柵
轡
店
）
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
知
恵
か
ら
学
ぶ
と
か
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
俊
秀
性
な
ど
を
神
秘

化
し
て
語
る
願
い
の
も
の
も
多
い
。
他
力
、
ユ
ダ
ヤ
人
。
Ⅱ
本
人
同
祖
論
の
頬
い
の
荒
唐
無
稽
な
も
の
も
か
な
り
あ
る
。
そ
し
て
妙
に
Ⅱ

て
い
る
。
反
セ
ム
主
筏
が
あ
ま
り
強
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
米
英
で
さ
え
、
そ
う
い
う
現
尖
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ッ
・
レ
ー
ザ
ー
『
ユ
ダ
ヤ

人
を
生
き
る
』
（
徳
川
謙
店
）
な
ど
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
ま
た
現
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
、
土
井
敏
邦
「
占
緬
と
民
衆
」
（
晩
盤
社
）
が
明
ら

か
に
し
て
い
る
よ
う
な
酷
さ
が
あ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ラ
ブ
の
詩
人
・
ピ
ァ
ー
ー
ス
ト
、
イ
プ
ラ
ヒ
ー
ム
・
ス
ー
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
友
へ

の
手
紙
』
（
岩
波
洲
店
）
が
訴
え
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
過
酷
な
支
配
の
突
態
が
あ
る
の
で
あ
り
、
口
ら
が
ナ
チ
ス
に
よ
る
ホ
ロ

コ
ー
ス
の
椴
牲
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
「
陥
さ
」
を
実
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
内
部
か
ら
さ
え
強
い
批
判
も
あ
る
。
例
え
ば
、
も
と
ベ
ギ
ン
甘
州
顧
問
の
イ
ェ
シ
ャ
フ
ァ
ト
・
ハ
ル
カ
ビ
の
『
イ
ス
ラ

と
０

エ
ル
・
述
命
の
刻
』
（
第
三
仙
叩
館
）
が
訴
え
る
よ
う
に
で
あ
る
。
ハ
ル
カ
ビ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
、
旧
約
咽
北
曰
時
代
の
神
話
に
雌
づ
く
「
約

束
の
地
」
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
時
代
錯
誤
的
な
幻
想
に
固
執
し
、
「
ナ
イ
ル
河
か
ら
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
ま
で
の
〈
人
イ
ス
ラ
エ
ル
〉
な
ど

と
い
う
「
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
」
を
妄
想
す
る
こ
と
を
戒
め
、
善
悪
の
形
而
上
学
的
価
値
判
断
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
真
に
現

突
的
な
判
断
を
尚
び
、
回
述
が
決
識
し
た
線
ま
で
撤
退
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
他
刀
で
は
、
囮
述
の
巾
順

に
い
た
人
物
が
、
こ
う
い
う
意
見
を
発
表
で
き
る
こ
と
目
体
が
、
そ
れ
な
り
の
健
全
さ
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
。

７
ユ
ダ
ヤ
人
と
日
本
人
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だ
い
た
い
、
妙
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
特
別
視
す
る
こ
と
は
、
背
後
に
日
本
人
を
も
特
別
視
す
る
と
い
う
視
点
が
潜
ん
で
い
る
場
合
が
多
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
耐
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
氏
族
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
ユ
ダ
ヤ
人
を
妙
に
特
別
視
す
る
こ
と
日
体
が
、
す
で
に
彼
ら
を
差
別
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
人
を
特
別
視
す
る
こ

と
は
、
他
股
旅
に
対
す
る
Ⅱ
本
人
の
不
当
で
根
拠
の
な
い
優
越
感
に
発
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
い
わ
ゆ
る
安
乖
の

ユ
ダ
ヤ
人
論
の
氾
淵
現
象
に
つ
い
て
も
、
伐
几
氏
の
『
聖
漕
と
Ⅲ
水
人
』
の
「
Ｉ
ユ
ダ
ヤ
幻
想
と
Ⅲ
本
人
」
の
項
を
是
非
お
読
み
い
た

だ
き
た
い
。
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
教
全
般
の
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に
は
、
滝
川
義
人
ブ
ダ
ャ
を
知
る
事
典
」
（
来
京
堂
）
や
、
市
川
桁
朧

修
『
ユ
ダ
ヤ
人
の
二
○
○
○
年
』
（
同
朋
舎
出
版
）
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。

読
め
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
一

る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

だ
い
た
い
、
妙
に
諾

本
人
を
ユ
ダ
ヤ
人
と
比
較
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
日
本
人
の
「
特
別
性
」
だ
の
「
優
秀
性
」
だ
の
を
喧
伝
す
る
も
の
も
多
い
。
そ
の
鮫
た
る
も

の
が
、
イ
ザ
ャ
・
ベ
ン
ダ
サ
ン
（
山
水
七
平
）
の
『
日
本
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
あ
る
。
こ
の
普
物
は
、
伐
見
定
雄
氏
の
「
に
せ
ユ
ダ
ヤ
人

と
Ⅲ
水
人
』
（
馴
川
文
脈
）
に
よ
っ
て
微
底
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
だ
に
、
山
本
七
平
の
こ
の
水
が
広
く
読
ま
れ
て
い
る
ら
し
い

が
、
そ
う
い
う
読
宥
は
是
非
筏
兄
氏
の
批
判
を
読
ん
で
欲
し
い
。
他
方
、
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ダ
ヤ
学
者
」
に
よ
る
妙
な
ユ
ダ
ヤ
人
竹
芙
の
本

も
あ
る
。
代
炎
的
な
も
の
は
、
乖
偽
伽
郎
氏
の
『
ユ
ダ
ヤ
５
０
０
０
年
の
秘
伝
軌
ｉ
界
を
紙
す
る
「
ト
ー
ラ
」
の
奇
跡
Ｉ
逆
境
に
勝

つ
椛
諜
術
数
』
（
Ｋ
Ｋ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
社
）
で
あ
る
。
浅
見
定
雄
氏
は
、
こ
の
瞥
物
に
も
徹
底
的
な
批
判
を
展
附
さ
れ
て
い
る
の
で
、
是
非

お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
（
浅
見
定
雄
「
聖
書
と
Ⅱ
本
人
』
晩
聾
社
、
「
Ｉ
ユ
ダ
ヤ
幻
想
の
日
本
人
論
」
の
項
）
。
こ
う
い
っ
た
熱
い
の
も
の
に
対

す
る
優
れ
た
反
論
の
一
つ
は
、
寓
崎
正
弘
氏
の
『
ユ
ダ
ヤ
に
こ
だ
わ
る
と
世
界
が
見
え
な
く
な
る
」
（
二
見
譜
〃
）
で
あ
る
。
こ
の
反
論
を

読
め
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
・
縄
済
・
車
事
を
支
配
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
類
い
の
話
し
が
い
か
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
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「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
」
の
な
か
の
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
的
ユ
ダ
ヤ
人
像
を
め
ぐ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
述
べ
て
き
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の
射
程

の
長
さ
や
砿
さ
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
究
極
的
意
味
や
非
寅
意
識
や
虚
無
意
識
な
ど
を

介
し
て
、
人
生
に
意
味
や
方
向
を
与
え
、
共
同
の
生
を
豊
か
に
す
る
べ
く
生
じ
た
宗
教
と
い
う
人
間
に
独
特
の
現
象
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
特
に
「
啓
示
宗
教
」
の
場
合
に
は
絶
対
観
念
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
疎
外
や
排
他
や
抑
圧
を

（
３
）

６
絶
対
化
し
て
し
ま
う
傾
向
を
持
つ
。
キ
リ
ス
ト
教
唯
一
絶
対
主
義
な
ど
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
残
念
な
が
、
ｂ
、
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教サン
ク

は
、
そ
う
い
う
傾
向
を
強
く
示
し
、
椛
力
者
の
普
遍
的
・
絶
対
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
し
、
支
配
者
た
ち
の
暴
虐
を
宗
教
的
に
蚊

シ
■
ソ

可
す
る
役
割
を
多
く
担
い
つ
つ
、
西
欧
社
会
内
部
の
諸
矛
盾
の
原
因
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
人
に
転
嫁

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
隠
蔽
し
て
き
た
。
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
も
、
そ
う
い
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
も
の
の
一
環
と
し
て
把
握
さ
れ
う

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
独
善
性
・
排
他
性
へ
の
こ
う
し
た
批
判
が
、
他
山
の
石
と
し
て
学
ば
れ
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
克
服
し
え
て
い
な
い

不
当
な
独
糠
性
・
排
他
性
へ
の
自
己
批
判
を
促
す
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
れ
ば
幸
で
あ
る
。

（
１
）
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
日
本
語
の
表
現
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
。
人
極
概
念
と
混
同
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ユ
ダ
が
揮
従
」
の
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
受
け
入
れ
な
い
「
ユ
ダ
ヤ
系
」
の
人
々
も
多
く
の
国
々
に
い
る
の
で
問
題
は
残
る
。

凶
家
と
の
側
述
で
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
市
民
」
と
で
も
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
す
べ
て
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
は
な
い
。

英
語
の
』
の
三
⑪
や
ド
イ
ツ
語
の
』
且
目
は
ず
っ
と
包
括
的
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
問
題
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
や
む
を
え
ず
特
に
宗
教
的
含
意
が
撒
く

結

劃1
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社会意識とユダヤ人像
な
い
場
合
に
は
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
し
て
お
い
た
。

（
２
）
ド
グ
マ
と
い
う
意
味
は
本
来
「
ド
ヶ
オ
ー
」
（
…
…
の
よ
う
に
見
え
る
、
思
わ
れ
る
）
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て

愈
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
絶
対
的
真
理
」
で
は
な
く
、
「
…
…
と
思
わ
れ
る
も
の
」
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
特
に
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
Ｋ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
甸
仰
の
歴
史
』
の
「
訳
者
あ
と
が
き
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
に
内
在
す
る
問
題
を
も
踏
ま
え
て
、
そ
の
歴
史
や
内
容
の
献
極
的
な
意
味
で
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
吟
味
が

不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
視
座
か
ら
の
証
者
の
股
近
の
試
み
と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
を
知
る
那
血
』
（
東
京
堂
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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