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私
の
経
験
で
は
、
優
れ
た
伝
記
作
者
の
手
に
な
る
伝
記
、
殊
に
芸
術
家
の
伝
記

は
あ
る
核
に
な
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
伝
記
は
こ
れ
を
読
む

者
を
深
く
感
動
さ
せ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
の
こ
の
様
な
体
験
と
そ
れ
へ
の
反
省
が
、
そ
れ
ま
で
も
や
も
や
し
て
い
た
伝

記
に
関
す
る
私
の
考
え
に
形
を
与
え
る
緒
と
な
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
こ
の
様
に

し
て
と
に
か
く
形
を
と
る
に
到
っ
た
、
伝
記
に
関
す
る
私
の
年
来
の
考
え
の
素
描

で
あ
る
。

　
小
論
は
四
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
始
め
の
三
章
で
は
、
私
の
所
謂
独
特
の

伝
記
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
れ
は
、
小
論
の
続
篇
に
お
い
て
本

来
の
伝
記
を
究
明
す
る
為
の
前
提
で
あ
る
。

　
第
四
章
で
は
、
私
の
所
謂
独
特
の
伝
記
が
伝
記
の
一
種
と
し
て
の
市
民
権
を
も

つ
こ
と
を
確
認
す
る
為
に
、
独
特
の
伝
記
が
そ
れ
独
自
の
し
か
も
伝
記
に
よ
り
ふ

さ
わ
し
い
意
義
を
持
つ
か
否
か
を
検
討
し
た
。
こ
の
検
討
は
、
右
齢
し
た
「
独
特

の
伝
記
の
実
態
の
解
明
」
か
ら
「
本
来
の
伝
記
の
究
明
」
へ
の
橋
渡
し
の
役
目
を

果
す
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
独
特
の
伝
記
を
取
り
扱
っ
た
小
論
を
敢
え
て
「
伝
記
論
の
試
み
」
と
題

し
、
又
小
論
を
そ
の
e
と
し
た
の
は
、
私
が
独
特
の
伝
記
こ
そ
本
来
あ
る
べ
き
伝

記
の
姿
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
又
、
小
論
に
続
く
論
文
で
そ

の
こ
と
を
究
明
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
述
の
様
に
、
小
論
は
伝
記
に
関
す
る
私
の
年
来
の
考
え
が
と
に
か
く
と
る
に

到
っ
た
一
つ
の
不
安
定
な
形
に
す
ぎ
な
い
。
私
に
は
、
な
お
こ
の
形
に
お
さ
ま
り

切
ら
ぬ
も
の
が
突
き
あ
げ
て
来
る
実
感
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
一
つ
の
素
描

に
す
ぎ
ぬ
。

　
そ
れ
に
、
私
は
伝
記
論
に
つ
い
て
又
そ
れ
が
と
る
べ
き
形
に
関
し
て
よ
る
薄
き

規
準
も
従
う
べ
き
先
躍
も
も
た
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
私
一
人
の
体
験
が
き
っ
か
け

一
、
、
急
に
固
ま
っ
た
形
で
あ
る
。
そ
の
為
に
こ
れ
は
極
め
て
不
完
全
な
、
し
か
も
未

完
の
素
描
で
あ
る
。

　
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
文
字
に
よ
ら
ず
、
素
描
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
の
を
考
え
た

と
い
う
。
私
も
既
成
の
概
念
や
図
式
に
よ
ら
ず
又
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
こ
の

様
な
素
描
を
い
く
つ
も
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
と

希
っ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
筆
者
自
身
に
と
っ
て
は
こ
の
様
な
素
描
も
そ
れ
な
り
に
有
意
義
で

あ
る
が
、
然
し
こ
の
様
な
素
描
が
客
観
的
に
も
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
か
ど
う
か
一
。

忌
禅
の
な
い
批
判
を
賜
わ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
で
あ
る
。

廓
§1

私
は
昨
夏
あ
る
期
待
を
も
っ
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
の
手
に
な
る
三
つ
の
伝
記
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を
読
ん
だ
。
そ
の
期
待
と
い
う
の
は
、
伝
記
に
関
す
る
次
の
様
な
私
の
年
来
の
考

え
で
あ
る
。

　
今
日
一
般
に
は
、
伝
記
は
史
料
的
或
い
は
文
学
的
価
値
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て

い
る
が
、
然
し
伝
記
は
本
来
は
歴
史
で
も
文
学
で
も
な
く
、
独
自
の
目
的
を
も
っ

た
独
特
の
存
在
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
伝
記
の
中
に
は
、
1
尤
も
、
そ
れ
ら
は

一
般
に
は
伝
記
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
1
普
通
の
伝
記
と
は

性
格
の
全
く
異
な
っ
た
、
純
粋
に
伝
記
の
為
の
伝
記
、
自
己
目
的
的
伝
記
と
も
い

う
幽
き
伝
記
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
。

　
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
人
が
書
い
た
い
ろ
い
ろ
な
伝
記
を
読
ん
で
み
た
が
、
私
の

期
待
を
十
分
に
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
今
度
始
め
て
、
探
し
て

い
た
伝
記
に
出
逢
っ
た
感
が
し
て
い
る
。

　
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
、
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
か
け
て
所
謂
「
卓

越
せ
る
人
々
の
生
涯
（
＜
一
〇
α
O
o
2
　
財
◎
口
P
昌
P
①
o
α
　
一
一
一
己
。
α
け
増
O
o
2
）
」
を
書
い
た
。
「
ベ
ー
ト

ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
」
（
一
九
〇
三
）
、
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
生
涯
」
（
一
九
〇
六
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
涯
」
（
一
九
一
一
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
ロ
ラ
ン
は
そ
の
前
年

（一

縺
Z
二
）
に
も
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
」
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と

右
の
三
著
と
は
著
者
ロ
ラ
ン
の
狙
い
も
意
気
込
み
も
異
な
る
様
で
あ
る
。
三
著
に

は
、
ロ
ラ
ン
の
特
別
な
昂
揚
し
た
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
彼
は
三
惑
を
軍
団

に
た
と
え
て
、
「
こ
の
雄
々
し
い
軍
団
の
先
頭
に
、
ま
ず
第
一
に
強
い
純
粋
な
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
置
こ
う
」
と
い
う
。

　
ロ
ラ
ン
は
、
　
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
で
は
芸
術
史
、
音
楽
史
を
担
当
し
て

い
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
彼
が
こ
の
様
な
芸
術
家
の
伝
記
を
書
い
て
も
一
向
に
不

思
議
は
な
い
、
そ
こ
に
彼
の
特
別
な
狙
い
を
問
題
に
す
る
要
は
な
い
と
も
い
わ
れ

よ
う
。
然
し
こ
の
点
に
就
い
て
、
ロ
ラ
ン
は
は
っ
き
り
と
次
の
様
に
断
わ
っ
て
い

る
。
「
私
は
歴
史
家
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
私
が
歴
史
家
で
あ
る
べ
き
時
に
お
い

て
の
こ
と
で
あ
る
。
…
…
…
…
然
し
こ
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
学
問
の
為
に
書
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
た
訳
で
は
全
然
な
い
。
」
　
ロ
ラ
ン
は
更
に
、
こ
れ
ら
の
伝
記
に
お
い
て
は
主
人

公
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
変
容
さ
せ
て
い
る
と
さ
え
い
う
。
史
実
に
忠
実
な
伝
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
伝
記
は
一
体
何
の
た
め
に
書
か

れ
た
の
で
あ
る
か
。

註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

ロ
ラ
ン
は
こ
の
他
に
も
、
「
ミ
レ
ー
」
（
一
九
〇
二
）
、
「
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
」

（一

纉
�
O
）
、
「
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
生
涯
」
（
一
九
二
九
）
、
「
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ

ー
ナ
ン
ダ
の
生
涯
」
（
一
九
三
〇
）
等
の
伝
記
を
書
い
て
い
る
。

二
男
。
＝
雪
負
く
8
留
三
島
。
〈
8
．
＝
げ
話
三
〇
＝
二
言
洋
p
娼
。
＜
一
目

ま
乙
●
喝
●
目

3
乙
・
唱
●
昌

§2

　
ロ
ラ
ン
は
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
」
に
就
い
て
次
の
様
に
い
う
。
　
「
霧
に

包
ま
れ
た
ラ
イ
ン
の
川
岸
で
、
た
だ
べ
：
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
だ
け
心
の
中
で
語
り
あ

い
、
彼
に
自
分
．
の
思
い
を
告
白
し
、
彼
の
悲
し
み
と
彼
の
雄
々
し
さ
と
彼
の
悩
み

と
彼
の
歓
喜
と
に
よ
っ
て
全
く
心
を
浸
さ
れ
…
…
癒
や
さ
れ
て
再
び
立
ち
あ
が
る

　
　
　
　
　
（
1
）

こ
と
が
で
き
た
。
」
そ
の
こ
と
に
対
す
る
「
神
へ
の
感
謝
の
歌
（
U
碧
押
ぴ
q
⑦
。
・
⇔
ロ
鵬
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
で
あ
る
。
」
「
こ
れ
は
傷
つ
い
て
い
る
魂
か
ら
生
れ
た

一
つ
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
息
の
つ
ま
っ
て
い
る
魂
が
呼
吸
を
取
り
戻
し
、
再
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

身
を
起
し
て
そ
の
救
済
者
に
さ
さ
げ
る
感
謝
の
歌
で
あ
る
。
」
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、

「
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
涯
」
も
又
ロ
ラ
ン
が
青
年
期
に
「
如
何
に
生
き
る
か
」
に
悩

み
、
ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
そ
れ
に
就
い
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
「
ト
ル
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

イ
へ
の
私
の
愛
と
感
謝
と
の
貢
も
の
」
で
あ
る
。

　
然
し
、
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
三
つ
の
伝
記
の
意
義
は
単
に
こ
の
様
な
個
人
的
な
五

一2一



伝記論の試み

謝
の
歌
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
卓
越
せ
る
人
々
の
生
涯
の
こ
の
一
群

は
、
野
心
家
達
の
慢
心
に
語
り
か
け
る
た
め
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
伝
記
は
不
幸

な
人
々
に
捧
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
煎
じ
つ
め
れ
ば
一
体
誰
が
不
幸
で
な
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
（
5
）

う
か
…
…
」
「
空
気
は
わ
れ
ら
ら
の
周
り
に
重
い
。
…
…
偉
大
さ
の
な
い
物
質
主
義

が
人
々
の
考
え
に
の
し
か
か
り
…
…
世
界
の
息
が
つ
ま
る
。
も
う
一
度
窓
を
開
け

よ
う
。
広
い
大
気
を
流
れ
こ
ま
せ
よ
う
。
英
雄
た
ち
の
息
吹
を
吸
お
う
で
は
な
い

　
（
6
）

か
」
ロ
ラ
ン
は
又
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
一
つ
の
高
い
山
頂
（
伽
Φ
　
｝
P
鎖
口
峠
①
し
Ω
　
O
一
旨
P
Φ
じ
ロ
）

に
た
と
え
、
人
々
が
せ
め
て
年
に
一
度
こ
こ
へ
巡
礼
し
て
、
そ
の
血
を
清
め
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
勇
気
を
回
復
し
て
還
り
行
く
こ
と
を
奨
め
て
い
る
。

　
結
局
、
ロ
ラ
ン
は
自
分
の
魂
が
卓
越
せ
る
入
々
の
偉
大
な
魂
に
よ
っ
て
救
わ
れ

た
そ
の
体
験
か
ら
、
こ
の
人
間
に
よ
る
人
間
の
救
済
を
万
人
に
及
ぼ
そ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
る
の
で
あ
る
。
「
偉
大
な
魂
（
竃
。
。
o
q
冨
巳
2
帥
日
①
。
・
）
」
に
よ
っ
て
万
人
が
救
わ

れ
る
こ
と
を
希
う
の
で
あ
る
。
　
「
こ
れ
ら
の
作
品
（
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
作
品
）

は
、
私
の
生
涯
の
凡
ゆ
る
過
程
に
随
伴
し
た
。
私
は
こ
れ
ら
の
作
品
に
向
っ
て
問

い
か
け
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
私
に
答
え
る
こ
と
を
や
め

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
私
に
う
ち
明
け
た
こ
こ
ろ
を
他
の
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
な
義
務
を
私
は
持
っ
て
い
る
…
…
。
」

　
私
は
三
つ
の
伝
記
の
こ
の
様
な
狙
い
か
ら
、
ロ
ラ
ン
の
人
間
へ
の
信
仰
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
省
き
も
の
を
感
じ
る
。
実
際
に
、
ロ
ラ
ン
は
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
」
を

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
対
す
る
「
信
仰
と
愛
と
の
証
し
（
一
9
働
。
8
。
。
号
h
2
卑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

画、

@
ヨ
。
母
）
」
だ
と
い
う
。
彼
は
人
間
に
よ
る
人
間
の
救
済
を
信
じ
た
。
そ
し
て
人

々
に
も
「
人
生
と
人
間
と
に
対
す
る
人
間
的
信
仰
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
部
に
改

め
て
生
気
づ
け
よ
う
で
は
な
い
か
、
（
．
、
全
書
艮
日
。
書
し
●
：
冨
｛
9
傷
①
鴨
げ
。
ヨ
ヨ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

匿
塁
冨
誌
。
9
匿
器
一
げ
。
日
日
。
”
、
）
」
と
呼
び
か
け
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の

伝
記
は
ロ
ラ
ン
自
身
の
人
間
に
対
す
る
信
仰
の
証
し
で
あ
る
と
同
時
に
、
万
人
に

対
す
る
「
人
間
へ
の
信
仰
」
の
奨
め
或
い
は
そ
れ
へ
の
誘
い
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

註
（
エ
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

＜
δ
鎚
o
b
d
Φ
Φ
爵
。
＜
o
昌
・
℃
・
H

子
ζ
℃
．
月

切
一
9
も
●
H
H

≦
o
侮
。
目
9
。
・
8
排
娼
．
同

く
δ
母
切
。
Φ
跨
。
＜
o
p
や
く
一

ま
達
。
℃
・
＜

＜
δ
侮
。
ζ
陣
。
冨
r
》
昌
σ
q
①
●
娼
・
μ
o
。
刈

焦
≦
o
血
。
切
o
o
臼
。
〈
o
戸
や
く
H
H
囲

ま
置
．
や
く
一

片
山
敏
彦
訳
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
生
涯
」
一
九
五
頁

ロ
ラ
ン
の
「
人
間
に
よ
る
人
間
の
救
済
」
を
、
ロ
ラ
ン
が
青
年
期
に
キ
リ
ス
ト

教
の
信
仰
に
疑
義
を
い
だ
い
た
こ
と
＼
関
係
づ
け
る
の
は
性
急
に
す
ぎ
よ
う
。

＜
δ
山
o
b
⇔
Φ
Φ
浮
。
＜
o
戸
や
目

ま
岸
や
く
H
目

§3

　
こ
れ
は
確
か
に
普
通
の
伝
記
で
は
な
い
。
そ
の
性
格
に
お
い
て
、
作
者
の
狙
い

に
お
い
て
普
通
の
伝
記
と
は
全
く
趣
を
異
に
す
る
。
何
よ
り
も
、
こ
れ
は
読
者
を

深
く
感
動
さ
せ
る
。
人
を
心
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
様
な

こ
と
は
、
た
だ
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
正
確
さ
を
期
し
、
事
蹟
の
詳
細
を
記
す
だ
け

の
伝
記
や
、
主
人
公
の
心
理
分
析
に
終
始
す
る
伝
記
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
。
「
卓
越
せ
る
人
々
の
生
涯
」
は
、
ロ
ラ
ン
の
希
い
通
り
人
を
「
人
生
と
人
間

と
へ
の
信
仰
」
に
誘
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。

　
確
か
に
、
こ
れ
は
普
通
の
伝
記
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
と
相
似
た

性
格
の
伝
記
は
i
数
は
少
な
い
が
f
他
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
、
私
は
こ

の
種
の
伝
記
を
独
特
の
伝
記
と
総
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
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で
は
、
こ
の
種
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
又
こ
の
種
の
伝
記
は

独
特
の
伝
記
と
し
て
、
従
来
普
通
に
伝
記
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
史
料
的
、
文
学
的

意
義
を
持
つ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
代
る
何
等
か
の
特
有
の
意
義
を

も
つ
の
で
は
な
い
か
f
。

　
　
　
こ
こ
に
「
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
は
、
独
特
の
伝
記
は
与
え
ら

　
　
れ
た
事
実
の
羅
列
で
な
く
、
作
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点

　
　
（
後
述
）
に
着
目
し
、
そ
れ
の
構
成
要
素
、
構
造
、
目
的
、
就
中
主
人
公
及

　
　
び
作
者
の
人
に
要
求
さ
れ
る
諸
条
件
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
間

　
　
は
独
特
の
伝
記
の
実
態
、
そ
の
成
り
立
ち
を
問
う
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
独

　
　
特
の
伝
記
が
独
特
な
る
所
以
の
要
訣
を
問
う
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
導
き

　
　
で
あ
る
。
第
二
の
問
は
、
独
特
の
伝
記
が
伝
記
の
一
種
と
し
て
の
い
わ
ば
市

　
　
民
権
を
持
つ
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
小
論
は
、
伝
記
の
本
来
の
姿
を
究
明
す
る
前
提
（
準
備
と
地
均
し
）
と
し
て
、

以
下
右
の
二
つ
の
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
§1

む
。
そ
れ
は
、
彼
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
り
突
き
あ
げ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
に
違
い

な
い
。
芸
術
家
の
こ
の
様
な
体
験
の
全
体
を
感
動
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
芸
術
家

自
身
の
告
白
や
芸
術
家
の
伝
記
に
よ
る
と
、
こ
の
様
な
意
味
で
の
感
動
は
凡
て
の

偉
大
な
芸
術
家
が
彼
の
創
造
に
際
し
て
、
具
体
的
な
か
た
ち
は
様
々
で
あ
る
が
、

い
つ
も
体
験
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
様
で
あ
る
。

　
と
い
っ
て
も
、
偉
大
な
芸
術
家
の
感
動
の
蝋
つ
一
つ
は
特
異
な
殆
ど
異
常
な
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
そ
の
芸
術
家
だ
け
の
も
の
と
い

え
よ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、
後
に
述
べ
る
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
芸
術
家
の
感
動
を
作

品
や
伝
記
を
介
し
て
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
共
感
を
手
掛
り
に
し
、
又

人
々
が
み
な
こ
の
種
の
共
感
の
体
験
を
持
つ
こ
と
を
当
て
に
し
て
、
次
に
芸
術
家

の
感
動
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
の
分
析
は
、
前
述
し
た
第
一
の
課
題
を
果
す
為

の
第
一
歩
で
あ
る
。

註
（
－
）

独
特
の
伝
記
の
例
と
し
て
こ
こ
に
芸
術
家
の
伝
記
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
芸
術

家
の
伝
記
に
こ
の
種
の
伝
記
の
典
型
が
み
ら
れ
る
の
と
、
又
一
つ
に
は
、
「
そ

れ
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」
の
間
を
解
明
す
る
手
掛
り
が
、
芸
術
家
の
伝
記
の

場
合
に
は
得
易
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
は
、
ロ
ラ
ン
の
場
合
の
様
に
い
つ
も
芸
術
家
や

作
家
の
伝
記
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
小
論
で
は
便
宜
上
芸
術
家
を
主
人
公
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
伝
記
に
就
い
て
右
述
し
た
二
つ
の
問
題
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
で
は
先
ず
、
独
特
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

　
右
の
聞
題
を
解
明
す
る
手
始
め
に
、
先
ず
独
特
の
伝
記
の
主
人
公
と
し
て
の
芸

術
家
に
就
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
芸
術
家
は
、
創
造
に
際
し
て
彼
の
全
身
全
霊
を
集
中
し
こ
れ
を
作
品
に
注
ぎ
こ

§2

　
芸
術
家
の
感
動
は
先
ず
彼
の
す
べ
て
、
身
体
的
・
精
神
的
な
凡
て
を
集
中
し
て

こ
れ
を
作
品
に
投
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
全
身
全
霊
を
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。

感
動
の
こ
の
様
な
側
面
を
自
己
集
中
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
感
動
の
自
己
集
中
は
全
体
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
余
念
は
残
り
得
ず
、
余
念
が
入

り
込
む
余
地
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
自
己
集
中
は
こ
こ
で
は
根
源
的
で
あ
り
、

徹
底
的
で
あ
る
。
感
動
に
お
い
て
人
は
己
れ
の
根
源
に
到
る
ま
で
集
中
せ
ら
れ
る
。



ノ

e伝記論の試み

感
動
は
全
霊
に
及
ぶ
。
故
に
、
芸
術
家
は
作
品
を
己
れ
の
は
ら
わ
た
の
展
示
と
も
、

血
の
結
晶
と
も
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
点
で
感
動
は
例
え
ば

感
激
の
様
な
表
面
的
集
中
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
然
し
、
全
体
的
・
根
源
的
自
己
集
中
は
、
自
己
の
内
に
お
け
る
様
々
の
対
立
が

消
滅
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
対
立
が
超
克
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
己

回
申
は
対
立
を
含
む
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
己
集
中
は
優
れ
た
芸
術
家
に
よ
く
み
ら

れ
る
様
に
苦
悩
や
犠
牲
を
伴
う
。
こ
の
点
で
、
感
動
は
例
え
ば
激
情
の
様
な
状
態

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
激
情
は
一
切
の
対
立
を
押
し
流
し
て
し
ま
う
。

　
感
動
の
自
己
集
中
は
様
々
の
対
立
を
含
む
。
で
は
、
ど
の
様
な
仕
方
で
含
む
か

i
。
普
通
に
含
む
と
い
え
ば
空
間
的
包
摂
を
意
味
す
る
。
然
し
こ
こ
で
は
対
立

は
包
摂
さ
れ
る
の
で
な
く
超
克
さ
れ
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
が
感
動
に

も
と
つ
く
創
造
に
際
し
て
如
何
に
自
己
の
す
べ
て
を
、
然
も
根
源
的
に
支
配
し
完

全
に
自
己
の
主
（
あ
る
じ
）
と
な
り
切
る
か
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
結

局
、
感
動
の
自
己
集
中
は
対
立
を
超
克
し
支
配
す
る
と
い
う
仕
方
で
含
む
こ
と
で
・

あ
る
。
感
動
の
自
己
集
中
は
自
己
支
配
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
己
集
中
が
全
体
的

・
根
源
的
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
全
体
的
・
根
源
的
自
己
支
配
で
あ
る
。

　
感
動
を
こ
の
様
に
自
己
支
配
と
い
う
側
面
か
ら
み
る
と
、
先
述
し
た
感
動
の
根

源
性
は
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
感
動
の
自
己
支
配
に
お
い
て
は
、
通
常
の
支

・
配
、
被
支
配
の
関
係
に
お
い
て
の
様
に
、
自
ら
は
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
た
だ
支

配
す
る
だ
け
と
い
ヶ
様
な
も
の
（
自
然
の
ま
ま
、
生
の
ま
ま
の
己
れ
）
は
残
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
支
配
、
被
支
配
の
対
立
自
体
が
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
支
配
す
る
も
の
が
同
時
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い
。

感
動
に
お
け
る
自
己
支
配
の
か
か
る
徹
底
性
は
、
そ
れ
が
精
神
の
業
で
あ
る
こ
と

を
告
知
す
る
。
と
ま
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
自
己
は
完
全
な
自
己
支
配
者
、
自
己
の

主
と
な
る
。
こ
れ
は
人
銘
々
が
自
ら
の
独
自
の
根
を
も
つ
個
性
的
主
体
（
個
性
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

精
神
）
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
感
動
の
自
己
支
配
は
、
芸
術
家
に
よ
く
み

ら
れ
る
様
に
苦
悩
に
し
て
し
か
も
喜
び
で
あ
る
。
否
、
苦
悩
が
即
ち
喜
び
で
あ
り
、

そ
こ
に
こ
そ
彼
は
生
き
が
い
を
見
出
す
。

註
（
1
）

感
動
の
自
己
集
中
は
、
こ
の
様
に
対
立
を
消
滅
さ
せ
た
り
排
除
し
た
り
す
る
の

で
な
く
、
対
立
を
含
み
、
こ
れ
を
支
配
す
る
と
い
う
仕
方
で
超
越
す
る
。
そ
れ

故
、
感
動
の
自
己
集
中
は
超
越
的
自
己
支
配
で
あ
る
。
こ
の
超
越
は
こ
れ
を
、

包
摂
的
超
越
に
対
し
て
実
践
的
超
越
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
支
配
す
る
と

い
う
超
越
の
仕
方
が
実
践
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
然
も
感
動
に
お
け
る
こ
の
実
践
的
超
越
は
、
前
述
の
様
に
全
体
的
・
根
源
的

で
あ
る
。
支
配
す
る
も
の
が
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
感
動
の
か
か
る
超
越

性
、
根
源
性
は
そ
れ
が
与
え
ら
れ
た
も
の
（
自
然
の
ま
ま
の
己
れ
）
の
業
で
は

な
く
、
精
神
の
業
で
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
。
即
ち
、
感
動
は
人
間
の
自
覚
の

あ
る
か
た
ち
（
実
践
的
自
覚
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
か
た
ち
）
の
一
つ
の
現
わ
れ
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

§3

　
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
感
動
を
分
析
し
て
全
体
的
・
根
源
的
自
己
集
中
、
自
己
支

配
と
解
し
た
が
、
次
に
感
動
の
体
験
を
他
者
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
側
面
か
ら
分

析
し
て
み
よ
う
。
い
ま
ま
で
の
分
析
が
表
か
ら
の
分
析
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
裏

か
ら
の
分
析
で
あ
る
。

　
さ
て
、
詩
人
、
芸
術
家
達
の
実
例
が
示
す
様
に
、
感
動
に
お
い
て
人
は
自
己
へ

還
る
。
感
動
は
お
の
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
人
ご
と
で
は
な
い
。
他
人
に
は
わ

か
ら
ぬ
「
誰
も
知
ら
な
い
…
…
」
こ
と
な
の
だ
。
彼
の
感
動
に
は
わ
け
が
あ
る
の

だ
が
、
そ
の
わ
け
は
他
人
に
は
通
じ
な
い
。
「
誰
も
知
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
彼
は
か
け
替
え
の
な
い
こ
の
人
に
な
る
。
彼
は
今
ま
で
彼
が
そ
こ
に
埋
も
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
い
た
共
通
者
や
一
般
者
か
ら
脱
出
し
て
、
誰
も
知
ら
な
い
こ
の
人
と
な
る
。

　
　
感
動
に
お
い
て
人
は
ま
た
孤
独
に
な
る
。
感
動
に
お
い
て
人
は
周
囲
を
忘
れ
、

一5一



他
者
を
忘
れ
、
他
者
と
の
対
立
を
忘
れ
、
そ
こ
で
の
生
活
を
忘
れ
る
。
人
中
に
い
て

も
一
人
に
な
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
感
動
に
は
他
者
は
不
要
で
あ
り
、
却
っ
て
妨
げ

で
あ
る
。
畢
童
、
感
動
に
お
い
て
人
は
孤
独
に
な
る
。
非
（
脱
）
世
界
的
と
な
る
。

実
際
に
、
詩
人
、
芸
術
家
な
ど
い
わ
ば
感
動
的
人
間
は
孤
独
で
あ
り
非
世
界
的
で

あ
る
。
「
彼
等
（
詩
人
達
）
は
い
つ
も
何
ら
か
の
意
味
で
世
界
の
規
範
に
従
わ
な

か
っ
た
り
、
或
い
は
従
い
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
裸
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ

て
お
り
」
、
彼
等
は
い
わ
ば
「
素
肌
を
外
気
に
晒
し
て
い
る
」
「
生
身
の
人
間
」
な

　
　
　
（
2
×
3
）

の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
人
が
世
界
の
内
で
億
人
を
意
識
し
て
自
己
を
装
い
、
自
己

を
被
っ
て
い
る
も
の
を
一
切
脱
い
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
然
も
感
動
に
お
い
て
は
、
孤
独
は
徹
底
的
で
あ
る
。
孤
独
者
は
彼
ら
の
孤
独
を

他
の
孤
独
者
に
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
は
思
わ
ず
、
又
そ
う
い
う
こ
と
を
期
待
も

し
な
い
。
期
待
し
得
な
い
。
感
動
に
お
い
て
は
、
孤
独
そ
の
こ
と
が
孤
独
者
と
孤

独
者
と
の
共
通
者
、
一
般
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
孤
独
は
、

そ
れ
自
体
が
誰
も
知
ら
な
い
彼
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
個
性
的
な
詩
人
、

芸
術
家
達
は
彼
等
ど
う
し
の
交
わ
り
に
お
い
て
互
い
に
共
感
（
後
述
）
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
銘
々
の
孤
独
が
そ
れ
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
た
り
解
消
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
4
）

は
な
い
と
い
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
詩
人
達
が
個
性
的
自
己
を
他
の
個
性
的
自
己
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
も
喪
わ
な
い
、
む
し
ろ
意
識
し
て
そ
れ
を
守
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
感
動
的
人
間
の
非
世
界
性
が
、
実
は
、
単
に
消
極
的
な
非
世
界
性
に
止
ま

る
も
の
で
な
く
、
積
極
的
に
世
界
性
と
対
決
す
る
底
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
感
動
に
お
け
る
人
の
孤
独
の
こ
の
様
な
徹
底
性
は
、
そ
れ
が
精
神
の
業

で
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
。

　
以
上
の
裏
か
ら
の
分
析
の
結
果
は
、
前
述
し
た
表
か
ら
の
分
析
の
結
果
と
完
全

　
　
　
　
（
5
）

に
符
合
す
る
。
（
こ
の
符
合
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
動
の
分
析
に
間
違
い
の
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
そ
し
て
、
二
種
の
分
析
は
何
れ
も
感
動
が
精

神
の
現
わ
れ
、
個
性
的
精
神
の
業
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

三
好
達
治
氏
は
「
萩
原
朔
太
郎
」
の
中
で
、
「
萩
原
さ
ん
の
風
采
に
は
、
何
や

ら
も
の
に
慧
か
れ
た
人
の
趣
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
深
い
と
こ
ろ
に
は
、

『
誰
も
知
ら
な
い
…
…
』
あ
の
人
だ
け
の
意
識
が
あ
っ
た
。
た
ぶ
ん
は
断
続
し

て
そ
れ
が
あ
っ
た
。
」
（
「
萩
原
朔
太
郎
」
一
＝
六
頁
）
と
い
う
。

三
木
卓
氏
は
、
室
生
犀
星
「
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
」
の
解
説
に
去
て
、

「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
文
章
で
彼
等
（
詩
人
達
）
の
生
き
方
を
知
り
、
作
品
を
読

む
と
き
、
か
れ
ら
が
何
ら
か
の
意
味
で
世
界
の
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
、

或
は
従
い
得
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
裸
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
、

か
く
て
「
か
れ
ら
十
一
人
の
詩
人
達
は
素
肌
を
外
気
に
晒
し
て
い
る
」
「
生
身

の
」
人
間
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
彼
等
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
感
受

性
の
自
由
と
そ
の
独
自
牲
を
守
っ
た
の
だ
。
」
と
い
う
。
だ
か
ら
「
彼
等
の
仕
　
6

事
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
『
束
の
間
の
猶
予
』
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
冗
談
ば
　
　
一

な
し
で
空
申
を
言
な
し
で
飛
ぶ
方
法
と
い
う
の
が
あ
っ
て
…
…
彼
等
の
仕
事
の

し
か
た
と
い
う
も
の
に
は
、
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
空
中
に
浮

い
て
い
る
あ
い
だ
に
慌
し
く
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
も
い
う
。

（「

艪
ｪ
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
」
（
二
四
一
頁
－
二
四
二
頁
）

「
…
…
あ
な
た
は
少
々
頭
が
お
か
し
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
と
て
も
同

様
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
正
当
に
し
て
見
事
な
定
義
は
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

他
に
ま
だ
加
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
」
（
「
シ
ュ
ア
レ
ス
・
ル
オ
ー
往
復
書

簡
」
一
四
六
頁
）

室
生
犀
星
は
彼
が
書
い
た
詩
人
の
伝
記
を
、
「
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
」
と

呼
び
、
そ
し
て
そ
れ
を
書
く
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
友
人
（
詩
人
）
に
逢
え
る
楽

し
み
を
述
べ
て
は
い
る
が
（
「
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
」
二
三
八
頁
）
、
そ
れ

に
よ
っ
て
彼
自
身
の
孤
独
が
救
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
マ
…
：
こ
う
い

う
伝
記
を
か
く
と
き
だ
け
に
彼
ら
は
現
わ
れ
、
私
は
話
し
こ
む
の
で
あ
る
。
そ



伝記論の試み

’

（
5
）

し
て
彼
ら
は
決
し
て
不
機
嫌
で
は
な
く
に
こ
に
こ
し
、
老
来
、
笑
い
を
失
い
か

け
て
い
る
変
な
顔
の
私
を
、
む
し
ろ
見
な
れ
な
い
男
の
よ
う
に
見
て
い
た
。
」

（
同
、
　
一
二
六
頁
）

表
か
ら
の
分
析
結
果
と
裏
か
ら
の
分
析
結
果
と
の
符
合
を
、
具
体
的
に
示
せ
ば

次
の
如
く
で
あ
る
。
a
、
意
識
の
立
場
で
心
理
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
他

者
と
の
対
立
に
お
い
て
始
め
て
自
己
を
意
識
す
る
。
だ
か
ら
他
者
と
の
対
立
及

び
対
立
の
場
は
、
自
己
存
在
に
と
っ
て
は
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
も
し
よ
う
。
然

し
、
そ
の
様
に
し
て
意
識
さ
れ
た
自
己
は
、
対
立
の
媒
介
者
（
共
通
者
、
一
般

者
）
に
媒
介
さ
れ
る
限
り
の
自
己
存
在
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
有
的
媒
介
者
の

場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
未
だ
自
己
存
在
の
全
体
的
．
根
源
的
支
配
者
、

独
自
の
根
を
持
つ
主
と
し
て
の
こ
の
自
己
は
現
わ
れ
よ
う
が
な
い
し
、
自
覚
せ

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ゆ
こ
の
自
己
は
未
だ
共
通
者
、
一
般
者
の
中
に
埋
も
れ
、

他
者
と
の
対
立
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
感
動
の
自
己
集
中
、

自
己
支
配
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
自
己
は
、
自
己
集
中
、
自
己
支
配
が
全
体
的

・
根
源
的
で
あ
る
か
ら
、
銘
々
が
自
ら
の
根
を
持
っ
た
こ
の
自
己
で
あ
る
。
裏

か
ら
の
分
析
も
ま
た
感
動
に
お
い
て
人
は
一
般
者
か
ら
脱
出
し
て
、
こ
の
人
と

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
b
、
感
動
の
自
己
集
中
に
は
他
者
は
不
要
で
あ

る
。
の
み
な
ら
ず
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
は
、
自
己
集
中
、
自
己
支
配
の
妨
げ

と
な
る
。
他
者
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
は
衰
面
化
し
又
自
己
は
分

散
す
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
、
人
は
他
者
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
来
の
お
の
れ
を
喪
い
、
所
謂
「
倫
理
的
自
然
状
態
」
に
陥
る
と
い
う
。
（
O
δ

国
。
認
同
皐
ぼ
目
色
冨
｝
び
9
ρ
。
自
魯
阜
鑓
。
ω
ω
窪
く
。
匿
§
沖
閑
①
§
ω
≦
①
時
。

〈
国
・
　
（
）
鋤
o
o
ω
一
村
①
H
V
　
切
山
●
　
＜
H
●
　
ω
・
　
ト
こ
ら
o
o
o
－
N
ω
㊤
）
か
く
て
、
人
は
自
己
集
中
、
自

己
支
配
に
お
い
て
非
世
界
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
も
裏
か
ら
の

分
析
結
果
（
感
動
的
人
間
の
孤
独
）
が
示
し
て
い
た
。
c
、
裏
か
ら
の
分
析
は

感
動
に
お
け
る
非
世
界
性
が
積
極
的
に
世
界
性
と
対
決
す
る
底
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
表
か
ら
の
分
析
が
示
し
た
自
己
集
中
、
自
己

支
配
の
根
源
性
と
同
じ
事
態
で
あ
る
。
即
ち
、
も
し
自
己
支
配
が
不
徹
底
で
、

支
配
す
る
だ
け
で
支
配
さ
れ
ぬ
自
己
が
残
存
す
る
と
、
こ
れ
は
未
だ
個
性
化
せ

ら
れ
ぬ
自
然
的
自
己
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
個
性
時
間
の
共
通
者
と
な
る
。
然
し
、
．
．

こ
こ
で
は
自
己
支
配
は
根
源
的
で
、
そ
の
様
な
自
然
的
自
己
は
残
存
せ
ず
、
自
、

己
は
独
自
の
根
を
も
つ
個
性
的
精
神
に
ま
で
昇
華
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
後
述
）
、

そ
れ
自
体
が
個
性
上
間
の
共
通
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
即
ち
個
性
者
の
非
世

界
性
は
徹
底
的
で
、
世
界
性
と
の
対
決
に
ま
で
到
る
。

§4

　
前
述
し
た
感
動
に
お
け
る
全
体
的
・
根
源
的
自
己
集
中
、
自
己
支
配
に
よ
っ
て
、

こ
こ
に
主
（
あ
る
じ
）
と
し
て
の
自
己
が
実
現
せ
ら
れ
る
。
自
己
の
凡
て
を
集
中

し
、
且
つ
根
源
的
に
支
配
し
て
始
め
て
人
は
自
己
の
主
と
な
る
。
こ
こ
に
実
現
せ

ら
れ
た
主
と
し
て
の
自
己
を
精
神
と
呼
ぼ
う
。
前
述
の
様
に
自
己
集
中
、
自
己
支

配
の
根
源
性
は
、
も
は
や
そ
れ
を
人
間
の
与
え
ら
れ
た
自
然
的
素
質
に
基
づ
く
も

の
と
解
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
然
も
、
前
述
の
様
に
感
動
に
お
け
る

自
己
集
中
、
自
己
支
配
は
根
病
的
で
、
共
通
者
、
一
般
者
を
徹
底
的
に
排
除
し
そ

れ
と
対
決
す
る
か
ら
、
こ
こ
に
実
現
せ
ら
れ
た
主
と
し
て
の
自
己
は
銘
々
独
自
の

根
を
持
っ
た
個
性
的
精
神
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
第
一
の
課
題
は
、
深
く
人
の
心
を
う
つ
ロ
ラ
ン
の
「
車
越
せ
る
人

々
の
生
涯
」
の
様
な
独
特
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
を
解
明
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
章
で
行
な
っ
た
感
動
の
分
析
は
、
そ
の
解
明
の
為
の
第
一

歩
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
予
め
（
仮
説
と
し
て
）
い
う
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
は
何
よ
り
も
先
ず
右
に
感
動
の
分
析
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
っ
た
個
性
的
精
神
を
主
人
公
と
す
る
伝
記
で
あ
り
、
個
性
的
精
神
と
の

出
逢
い
を
核
心
に
据
え
た
伝
記
で
あ
る
。

　
で
は
、
個
性
的
精
神
と
の
出
逢
い
（
共
感
）
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
第
一
の

課
題
を
果
す
為
の
第
二
歩
と
し
て
、
次
に
そ
れ
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一7一



三
§1

　
わ
れ
わ
れ
は
、
例
え
ば
優
れ
た
絵
を
み
て
深
く
感
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

感
動
は
何
を
意
味
す
る
か
。

　
前
章
に
お
い
て
、
創
造
に
お
け
る
芸
術
家
の
感
動
を
分
析
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ

は
、
こ
の
「
絵
を
み
て
の
感
動
」
を
も
は
や
た
だ
作
品
に
関
す
る
単
な
る
嘆
賞
や

知
的
理
解
（
例
え
ば
、
作
品
の
様
式
、
成
立
事
情
等
々
に
関
す
る
理
解
）
と
混
同

す
る
。
と
は
瞭
で
あ
ろ
兎
そ
れ
は
、
作
・
署
介
し
て
の
芸
襲
の
た
へ
の
共

感
に
他
な
ら
ぬ
。

　
わ
れ
わ
れ
は
又
、
こ
の
共
感
を
一
共
感
と
い
う
言
葉
に
誘
わ
れ
て
一
受
動

的
表
面
的
な
同
感
や
、
主
観
的
・
感
情
的
な
同
情
等
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

共
感
は
全
人
的
・
根
源
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
、
そ
れ
は
絵
に
こ
め
ら
れ
た
芸
術
家
自
身
の
感
動
を
共
感
す
る
こ
と
で
あ

る
。
芸
術
家
の
個
性
的
精
神
に
共
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
の
全
た
を
み
る

者
の
全
人
で
受
け
と
め
、
こ
れ
と
い
わ
ば
根
源
的
に
共
震
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
共
感
に
は
共
通
者
に
よ
る
媒
介
は
な
い
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
梗
源
的
に
藩

臣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
共
感
は
た
だ
出
逢
い
と
い
う
他

　
　
（
2
）

は
な
い
。

註
（
－
）

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
、
彼
以
前
の
芸
術
史
の
著
述
を
そ
れ
ら
は
芸
術
家
を
偏
重
し
、

結
局
芸
術
家
の
歴
史
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼

自
身
は
「
人
名
な
き
芸
術
史
」
（
様
式
の
歴
史
）
を
書
く
こ
と
を
目
ざ
し
、
「
芸

術
史
の
基
礎
概
念
」
に
お
い
て
そ
れ
を
実
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）

（
属
・
≦
－
窪
由
旦
国
巨
。
。
お
。
鴇
臣
。
洋
一
8
げ
o
O
録
民
げ
⑦
α
q
N
峯
守
屋
謙
二
訳
「
美

術
史
の
基
礎
概
念
」
九
一
一
三
頁
）

然
し
、
芸
術
家
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
作
品
の
様
式
史
が
果
し
て
芸
術
史
の
名
に

価
す
る
だ
ろ
う
か
。
彼
の
い
う
芸
術
史
は
、
芸
術
史
の
自
己
完
結
性
、
自
律
性

（
所
謂
内
面
的
歴
史
）
を
求
め
る
あ
ま
り
、
又
一
つ
の
ゆ
き
過
ぎ
に
陥
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

「
出
逢
い
　
（
出
会
い
）
」
と
い
う
言
葉
は
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
の
非
世
界
的
な

一
」
世
界
に
お
け
る
如
何
な
る
関
係
と
も
異
っ
た
一
か
か
わ
り
を
指
す
。

「
出
逢
い
」
が
含
蓄
す
る
更
に
深
長
な
意
味
に
就
い
て
は
削
節
以
下
参
照
。

§2

　
右
の
様
な
共
感
の
体
験
を
も
た
な
い
人
は
稀
で
あ
る
。
作
品
を
介
す
る
か
否
か

は
別
と
し
て
、
大
抵
の
人
は
彼
の
生
涯
の
聞
に
そ
の
人
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
根

底
か
ら
動
か
さ
れ
、
常
に
動
か
さ
れ
つ
づ
け
、
爾
後
の
生
き
方
に
深
い
影
響
を
受

け
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
人
と
の
出
逢
い
は
全
く
偶
然
の
幸
運
と
い
う
他
な
い
様

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
所
謂
「
遭
逢
の
人
」
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
「
共
感
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の

体
験
と
し
て
は
こ
こ
に
い
う
「
出
逢
い
」
或
い
は
「
遭
窪
に
他
な
ら
穐

　
さ
て
、
私
は
こ
の
様
な
共
感
（
出
逢
い
、
遭
逢
）
こ
そ
は
独
特
の
伝
記
の
核
心

を
な
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
以
下
し
ば
ら
く
わ
れ
わ
れ
の
出
逢
い
の
体
験

を
や
や
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
。
即
ち
、
先
ず
出
逢
い
を
形
式
的
に
人
と
人
と
の

か
か
わ
り
の
一
種
と
解
し
て
、
こ
れ
を
一
要
す
る
に
同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
が

一
「
当
事
者
」
、
「
関
係
」
、
「
媒
介
」
の
三
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　
1
、
前
述
の
様
に
、
共
通
者
の
媒
介
に
よ
っ
て
成
立
す
る
人
と
人
と
の
関
係
は
、

そ
の
共
通
面
限
り
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
事
者
は
共
通
者
に
制
約
さ
れ
る

か
ら
全
体
的
・
根
源
的
人
間
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
出
逢
い
は
、
わ
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ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
ロ

れ
わ
れ
の
体
験
で
は
全
人
の
問
題
で
あ
る
。
全
人
が
根
源
か
ら
動
か
さ
れ
る
。
そ

れ
故
こ
の
際
の
当
事
者
は
、
如
何
な
る
制
約
も
受
け
な
い
全
体
的
．
根
源
的
人
間
、

即
ち
銘
々
独
自
の
根
を
も
つ
人
間
で
あ
る
。
出
逢
い
に
お
い
て
は
、
人
は
一
矛

盾
の
様
だ
が
1
非
世
界
的
で
あ
り
、
所
謂
生
（
な
ま
）
の
人
間
で
あ
る
。

　
2
、
出
逢
い
は
結
局
右
の
生
の
人
間
と
生
の
人
間
と
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
花

盛
と
し
て
み
る
と
、
そ
れ
億
世
界
（
共
通
者
・
一
般
者
の
媒
介
に
よ
っ
て
成
立
す

る
世
界
）
に
お
け
る
人
間
関
係
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
例
え
ば
、
二

人
の
人
間
が
会
っ
て
い
る
（
出
逢
い
）
の
に
、
当
事
者
た
ち
の
孤
独
は
解
消
さ
れ

は
し
な
い
（
前
述
）
。
し
か
も
、
当
事
下
達
は
世
界
的
な
意
味
で
は
孤
独
で
あ
り

な
が
ら
、
否
孤
独
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
如
何
な
る
関
係
と
も
異
な
っ

た
深
く
且
つ
緊
密
な
か
か
わ
り
（
例
え
ば
魂
の
救
済
）
を
も
つ
。
結
局
、
出
逢
い

は
こ
れ
を
世
界
に
お
け
る
い
か
な
る
人
間
関
係
の
図
式
に
よ
っ
て
も
理
解
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕

　
又
、
出
逢
い
は
こ
れ
を
意
欲
し
て
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
を
予
測
し

た
り
期
待
し
た
り
す
る
こ
ど
も
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
た
だ
偶
然
の
幸
運
と
い
う

他
は
な
い
。

　
3
、
前
述
の
様
に
出
逢
い
は
共
通
者
や
第
三
者
の
立
場
を
前
提
し
な
い
、
し
得

な
い
全
体
的
・
根
源
的
人
間
（
個
性
的
精
神
）
と
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
の
か

か
わ
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
か
か
わ
り
は
た
だ
当
事
者
だ
け
に
よ
る
当
事
者

の
立
場
で
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
実
際
に
出
逢
い
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
、
い
わ
ば

当
事
者
だ
け
の
秘
密
で
あ
り
、
そ
の
か
か
わ
り
泊
愚
挙
性
的
で
、
羅
も
知
り

な
い
」
底
の
も
の
で
あ
る
（
轟
く
な
ま
V
の
関
係
）
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
二
人

の
人
問
の
一
体
化
で
は
な
い
。
実
際
に
、
出
逢
い
は
文
字
通
り
出
逢
い
で
あ
り
、

人
と
人
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。

　
結
局
、
出
逢
い
は
こ
れ
を
形
式
的
に
い
う
と
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
全
体
的

・
根
源
的
人
間
と
の
、
所
謂
世
界
に
お
け
る
人
間
関
係
と
は
異
質
の
特
異
な
か
か

わ
り
で
あ
り
、
特
異
な
仕
方
で
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。

　
次
に
出
逢
い
を
内
容
に
即
し
て
み
て
み
よ
う
。

　
1
、
人
は
優
れ
た
芸
術
作
品
に
接
し
て
、
芸
術
家
の
感
動
（
個
性
的
精
神
）
に

共
感
し
根
底
か
ら
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
。
共
感
は
そ
れ
自
体
が
感
動
で
あ
る
。
こ
れ
に

お
い
て
彼
は
精
神
に
た
ち
還
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
は
こ
れ
に
お
い
て
彼
の
生
き
方

に
及
ぶ
底
の
深
い
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
に
と

っ
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
の
出
逢
い
は
魂
の
救
済
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
体
験

に
お
い
て
も
、
遭
逢
の
人
は
い
つ
も
心
に
語
り
か
け
問
に
答
え
つ
づ
け
る
人
で
あ

る
。　

2
、
出
逢
い
の
体
験
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
即
ち
出
逢
い
に
よ
る
魂
の
救
済

を
深
く
感
銘
し
、
し
か
も
そ
れ
が
己
れ
一
人
に
恵
ま
れ
た
幸
運
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
は
自
ら
こ
の
幸
運
を
万
人
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
己
れ

の
義
務
と
感
ず
る
に
到
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
出
逢
っ
た
ロ
ラ
ン
の
場
合
が
そ

れ
で
あ
る
（
前
述
）
。
（
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
伝
記
論
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
意

味
を
も
つ
事
態
で
あ
る
。
）

　
3
、
出
逢
い
（
共
感
）
は
こ
の
様
に
人
が
相
手
の
個
性
的
精
神
に
よ
っ
て
根
底

か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
を
反
面
か
ら
い
え
ば
、
人

が
相
手
の
個
性
的
精
神
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
然
し
、
共
感
を
か

く
個
性
的
精
神
の
把
握
と
解
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
所
謂
把
握
と
次
の
諸
点
で

区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
a
、
先
ず
、
共
感
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
、
即
ち
概
念
の

枠
を
打
破
し
て
対
象
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
先
に
「
出
逢
い
」

を
相
手
と
の
「
体
化
と
区
別
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
b
、
共
感

は
人
を
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
対
象
化
す
る
こ
と
は
み
る
こ
と
で

あ
る
。
み
る
者
が
あ
り
み
る
立
場
が
あ
る
限
り
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
限
ら
れ
た

も
の
し
か
捉
え
得
な
い
。
人
を
捉
え
る
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
相
手
を
全
体
的
・

根
源
的
に
捉
え
る
．
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
全
体
的
・
根
源
的
自
己
だ
け
で
あ
る
。
共

感
は
、
全
体
的
・
根
源
的
人
間
を
以
て
す
る
全
体
的
・
根
源
的
人
間
の
把
握
で
あ
る
。

　
結
局
、
出
逢
い
は
こ
れ
を
内
容
的
に
い
う
と
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
感
動
で
あ
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り
、
相
手
の
個
性
的
精
神
に
よ
っ
て
根
底
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人

は
そ
の
こ
と
を
感
銘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
逢
い
を
万
人
に
伝
え
る
義
務
を
感

ず
る
に
到
る
。
さ
て
、
か
く
相
手
の
個
性
的
精
神
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
、

こ
れ
を
翻
せ
ば
相
手
の
個
性
的
精
神
を
捉
え
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
た
だ
、

こ
の
把
握
は
相
手
と
の
一
体
化
と
も
対
象
的
把
握
と
も
異
な
り
、
全
体
的
・
根
源

的
人
間
（
個
性
的
精
神
）
を
以
て
す
る
全
体
的
・
根
源
的
人
間
の
把
握
で
臥
説
。

　
以
上
、
出
逢
い
（
共
感
）
の
体
験
を
形
式
、
内
容
の
両
面
か
ら
考
察
し
て
き
た

が
、
そ
の
結
果
次
の
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
出
逢
い
は
独
特
の
人
間
関
係
で
あ
っ
て
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
世
界
に
お

け
る
如
何
な
る
人
間
関
係
に
も
比
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
共
感
に
よ
る
個
性

的
精
神
の
拙
握
く
後
述
V
は
そ
の
一
面
に
す
ぎ
ぬ
）
。
出
逢
い
が
人
間
に
と
っ
て

も
つ
意
味
も
ま
た
、
世
界
に
お
け
る
入
間
関
係
が
も
つ
如
何
な
る
意
味
に
も
比
す

る
こ
と
の
出
来
ぬ
特
異
な
且
つ
深
長
な
意
味
で
あ
勘
静
）

　
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
の
要
訣
は
、
出
逢
い
の
こ
の
様
な
独
特
の
か
た
ち
と
、

特
異
な
且
つ
深
長
な
意
味
と
に
原
由
す
る
。

　
私
は
以
上
に
、
創
造
に
お
け
る
芸
術
家
の
感
動
の
体
験
を
分
析
し
、
又
芸
術
作

品
を
介
し
て
の
共
感
の
体
験
を
分
析
し
て
き
た
。
い
ま
こ
の
分
析
の
結
果
と
先
述

し
た
仮
説
を
採
っ
て
こ
れ
を
先
に
あ
げ
た
独
特
の
伝
記
に
投
げ
入
れ
且
つ
伝
記
に

問
い
か
け
て
、
独
特
の
伝
記
に
い
わ
ば
自
分
の
成
り
立
ち
を
告
白
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
小
論
の
第
一
の
問
（
独
特
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
か
）
に
次
の
様

に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
独
特
の
伝
記
の
主
人
公
は
、
彼
が
芸
術
家
の
場
合
、
自
ら
「
感
動
」
の
体
験
を

も
つ
入
で
あ
る
。
感
動
に
お
い
て
彼
は
自
己
の
す
べ
て
を
集
中
支
配
す
る
。
そ
の

集
申
、
支
配
は
徹
底
的
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
全
体
的
・
根
源
的
自
己
を

実
現
す
る
。
個
性
的
精
神
と
な
る
。
こ
れ
を
更
に
拡
げ
て
い
え
ば
、
独
特
の
伝
記

の
主
人
公
は
、
自
覚
に
よ
っ
て
（
一
感
動
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
様
な
）
全
体

的
．
根
源
的
自
己
を
実
現
し
た
人
、
個
性
的
精
神
で
あ
る
。

　
独
特
の
伝
記
の
作
者
は
、
彼
の
人
生
の
途
上
に
お
い
て
直
接
に
、
或
い
は
作
品

を
介
し
て
こ
の
様
な
主
人
公
に
出
逢
い
、
そ
の
個
性
的
精
神
に
共
感
し
そ
れ
を
捉

え
た
人
で
あ
る
。
作
者
は
、
彼
の
こ
の
出
逢
い
を
核
と
し
て
こ
れ
（
出
逢
い
）
を

人
に
伝
達
す
る
た
め
に
伝
記
を
書
く
。
　
　
．

　
独
特
の
伝
記
は
一
般
に
略
号
こ
の
様
な
成
り
立
ち
（
内
容
、
構
造
、
目
的
）
を

略
つ
と
考
．
凡
て
よ
い
。
前
麟
様
に
、
・
の
様
畿
り
立
ち
は
驚
の
伝
記
の
要

訣
と
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
私
が
出
逢
っ
た
こ
の
種
の
伝
記
は
何
れ

も
遅
々
こ
れ
と
同
様
の
成
り
立
ち
を
示
し
て
い
る
。
尤
も
、
具
体
的
な
か
た
ち
は

実
に
様
々
で
あ
る
が
一
。

註

（（21
））

（
3
）

（
4
）

（
5
）

下
村
寅
太
郎
博
士
「
遭
逢
の
人
」
の
「
序
の
こ
と
ば
」
参
照
。

前
述
（
1
§
）
の
様
な
意
味
で
の
「
出
逢
い
（
共
感
）
」
を
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に

体
験
す
る
出
逢
い
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然

し
、
両
者
が
少
な
く
と
も
本
質
的
に
は
相
違
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
節
に
お
け

る
出
逢
い
の
体
験
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
様
に
い
っ
て
も
出
逢
い
は
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
後
述
す
る
様
に
出

逢
い
は
間
接
に
で
は
あ
る
が
、
万
人
に
伝
達
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
人
を
共

感
へ
誘
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
…
…
お
よ
そ
個
性
的
な
も
の
に
対
す
る
こ
の
様
な
発
達
し
た
感
覚
は
、
自
ら

も
種
族
の
中
か
ら
抜
け
出
し
て
個
性
的
人
間
に
な
っ
た
者
だ
け
が
も
ち
得
る
の

で
あ
る
。
」
（
旨
・
穿
匿
鼻
り
U
幽
。
二
三
9
H
三
角
㌘
鼠
。
。
器
昌
8
ぎ
H
邑
厨
戸

Q
§
日
。
謬
。
芝
雪
汁
p
】
W
F
目
h
◎
o
．
ト
っ
N
Q
ゆ
）

出
逢
い
が
深
長
な
様
々
の
意
味
を
含
蓄
す
る
こ
と
は
、
右
の
分
析
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
然
し
、
小
論
の
以
後
の
論
述
で
は
、
便
宜
上
そ
れ
を
個
性
的
精
神
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伝記論の試み

（
6
）

の
把
握
と
し
て
取
り
あ
つ
か
う
。

　
独
特
の
伝
記
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
出
逢
い
が
果
す
よ
り
重
要
な
役
割
り
に

つ
い
て
は
、
小
論
に
つ
づ
く
論
文
で
考
察
す
る
。

独
特
の
伝
記
の
独
特
な
る
所
以
は
右
述
の
様
な
そ
の
成
り
た
ち
（
内
容
、
構
造
、

目
的
）
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
条
件
さ
え
具
え
て
お
れ
ば
独
特
の
伝
記
は
必
ず
し

も
著
名
人
の
伝
記
で
あ
る
要
は
な
い
。
名
も
な
い
市
井
の
人
の
伝
記
で
も
よ
い
。

例
え
ば
、
石
川
淳
氏
の
「
諸
国
碕
人
伝
」
は
形
式
的
に
は
右
の
様
な
成
り
立
ち

を
示
し
て
い
て
、
一
応
は
独
特
の
伝
記
と
い
え
よ
う
。
碕
人
伝
の
解
説
者
中
村

幸
彦
氏
は
、
崎
人
達
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
に
遊
ん
で
、
普
通
の
眼
か
ら
す
れ
ば

二
流
、
三
流
、
や
や
げ
て
も
の
臭
い
も
の
も
混
ず
る
が
、
共
通
し
て
個
性
の
強

い
、
あ
く
の
持
主
で
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
本
分
と
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
」

「
…
…
著
者
は
買
う
と
か
買
わ
な
い
と
か
、
気
に
入
っ
た
と
か
入
ら
な
い
と
か

呑
気
そ
う
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
そ
の
人
物
と
じ
か
に
対
決
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
い
う
。
（
「
諸
国
晦
人
伝
」
二
〇
一
一
二
〇
二
頁
）
。
然
し
、
こ
の
伝

記
に
は
や
や
下
手
物
趣
味
の
趣
が
あ
る
。
崎
人
と
作
者
と
の
出
逢
い
が
ほ
ん
も

の
か
否
か
に
疑
義
が
あ
る
。

　
独
特
の
伝
記
は
ま
た
無
論
、
芸
術
家
の
伝
記
と
は
限
ら
な
い
。
聖
者
や
詩
人

の
伝
記
に
右
の
様
な
成
り
立
ち
の
も
の
が
多
い
。
尤
も
、
こ
れ
ら
の
伝
記
は
往

々
に
し
て
外
形
に
お
い
て
も
所
謂
伝
記
と
は
異
な
る
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る

の
で
、
丁
々
か
ら
、
否
あ
る
場
合
に
は
作
者
自
身
か
ら
も
「
こ
れ
は
伝
記
で
は

な
い
…
…
」
と
い
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
聖
者
や
詩
人
と
の
出
逢
い
を
核
と

す
る
限
り
は
独
特
の
伝
記
に
数
え
ら
る
可
き
で
あ
る
。
（
例
え
ば
、
下
村
寅
太

郎
博
士
「
ア
ヅ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
」
、
吉
野
秀
雄
「
良
寛
」
、
三
好
達
治

「
萩
原
朔
太
郎
」
）

§3

　
「
独
特
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
形
式
的
に
は

こ
れ
で
答
え
た
こ
と
と
な
る
。
然
し
実
質
的
に
こ
の
間
に
答
え
る
為
に
は
、
な
お
、

次
の
二
点
を
解
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
1
、
「
出
逢
い
」
を
伝
記
の
核
と
す
る
と
は
、

具
体
的
に
は
如
何
に
す
る
こ
と
か
。
2
、
「
出
逢
い
」
を
核
と
す
る
伝
記
は
具
体

的
に
は
如
何
に
し
て
可
能
か
。

　
先
ず
ω
の
問
に
就
い
て
一
。

　
（
「
出
逢
い
」
を
伝
記
の
核
と
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
様
に
独
特
の
伝
記
の
基

本
的
な
性
格
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
種
々
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
普
通
の
伝
記
と
独
特
の
伝
記
と
の
相
違
点
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
に
、
1
、
伝
記
を
書
く
作
者
の
態
度
く
構
え
V
に
か
か
わ
る
こ
と
、
2
、

伝
記
の
内
容
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
け
を
示
す
。
）

　
さ
て
、
右
の
問
に
答
え
る
に
先
立
っ
て
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。　

作
者
が
出
逢
っ
て
捉
え
た
の
は
主
人
公
の
全
体
的
・
根
源
的
人
間
（
個
性
的
精

神
）
で
あ
る
。
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
は
、
先
に
感
動
の
分
析
に
お
い
て
み
た

様
に
人
が
己
れ
の
凡
て
を
支
配
す
る
主
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
全
体
的

・
根
源
的
人
間
は
彼
の
独
自
の
生
き
方
の
源
泉
で
も
あ
る
筈
。
だ
か
ら
例
え
ば
卓

越
し
た
芸
術
家
に
お
い
て
は
、
彼
の
作
品
の
源
泉
を
な
す
も
の
（
個
性
的
精
神
）

は
ま
た
彼
の
生
き
方
の
源
泉
を
な
す
筈
で
あ
る
。
実
際
に
、
芸
術
家
の
独
自
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
×
2
）

き
方
と
か
か
わ
り
の
な
い
様
な
作
品
は
、
人
々
に
共
感
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　
で
は
、
「
出
逢
い
」
を
伝
記
の
核
と
す
る
と
は
如
何
に
す
る
こ
と
か
。
そ
れ
は
、

作
者
が
主
人
公
と
の
出
逢
い
の
深
い
感
銘
に
支
え
ら
れ
て
、
三
一
し
た
「
あ
る
筈
」

「
な
す
筈
」
の
こ
と
が
実
際
に
も
そ
う
あ
る
と
確
信
し
て
、
主
人
公
の
生
涯
を
、

出
逢
い
に
よ
っ
て
捉
え
た
彼
の
全
体
的
・
根
源
的
人
間
（
個
性
的
精
神
）
の
い
わ

ば
ヴ
ァ
リ
エ
…
シ
ョ
ン
（
変
奏
曲
）
と
み
な
す
こ
と
、
否
、
生
涯
に
そ
れ
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
出
す
（
よ
み
と
る
）
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
種
の
伝

記
の
作
者
は
、
優
れ
た
個
性
的
精
神
と
の
出
逢
い
の
幸
運
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
に
深

く
感
銘
し
た
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
の
生
涯
の
う
ち
に
そ
の
個
性
的
精
神
の
ヴ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
洞
察
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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次
に
②
の
「
出
逢
い
を
核
と
す
る
伝
記
は
具
体
的
に
は
如
何
に
し
て
可
能
か
」

と
い
う
問
に
就
い
て
一
。

　
こ
の
問
は
結
局
、
与
え
ら
れ
た
資
料
の
中
か
ら
如
何
に
し
て
右
述
し
た
個
性
的

精
神
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
主
人
公
の
生
涯
を
再
現
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
同
、
右
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
主
人
公
の
生
涯
は
見

出
す
べ
き
で
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
の
再
現
は
資
料
か
ら
の
構
成

で
あ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
漫
然
と
主
人
公
の
生
涯
の
事
蹟
を
年

代
順
に
並
べ
て
も
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
な
ら
ぬ
。
伝
記
は
年
代
記
で
は
な

い
。
ロ
ー
フ
ン
も
、
べ
録
i
ヴ
。
ン
の
薩
を
書
く
に
際
し
て
そ
の
姿
を
変
容
さ

せ
た
と
告
白
し
て
い
る
。
㈲
、
然
し
、
構
成
は
作
者
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
て
は
な

ら
ぬ
。
構
成
は
例
え
ば
、
主
人
公
の
生
涯
の
一
部
を
気
紛
れ
に
抜
き
出
し
た
り
、

又
そ
れ
に
、
あ
る
特
定
の
政
治
的
或
い
は
宗
教
的
等
々
の
観
点
か
ら
勝
手
な
所
謂

解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
わ
ば
伝
記
的
真
実

性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
歴
史
的
真
実
性
と
は
異
な
っ

た
規
準
に
よ
る
真
実
性
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
そ
の
規
準
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
資
料

の
構
成
が
主
人
公
の
個
性
的
精
神
に
貫
か
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
様
な

魂
の
欠
如
し
た
伝
記
一
例
え
ば
、
歴
史
的
に
確
実
な
事
蹟
の
み
を
た
だ
並
べ
た

π
廃
け
の
伝
記
、
或
い
嚇
に
作
者
の
主
観
的
恣
意
的
な
震
に
よ
る
伝
記
は

伝
記
的
真
実
性
を
も
た
な
い
。

　
回
、
作
者
は
右
の
規
準
に
則
っ
て
資
料
を
選
別
し
、
取
捨
し
且
つ
再
構
成
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
為
に
作
者
に
は
、
資
料
の
う
ち
に
主
人
公
の
個
性
的
精
神
砂
息

吹
き
を
感
じ
と
る
鋭
い
感
覚
と
、
選
ば
れ
た
資
料
か
ら
個
性
的
精
神
の
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
豊
か
な
構
想
力
が
要
請
せ
ら
れ
る
。

　
結
局
、
個
性
的
精
神
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
為
に
は
、
独
特
の
伝

記
の
作
者
は
単
な
る
年
代
記
作
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
又
単
に
史
実
（
所
謂
歴

史
的
実
像
）
を
追
究
す
る
者
で
あ
っ
て
も
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
否
む
し

ろ
そ
の
故
に
こ
そ
独
特
の
伝
記
の
作
者
が
最
も
警
戒
す
べ
き
は
、
主
人
公
の
個
性

的
な
生
き
方
に
就
い
て
主
観
的
先
入
見
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
先
入
見
で

あ
る
か
否
か
は
、
結
局
、
か
の
共
感
（
出
逢
い
）
が
本
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
出
逢
い
が
本
も
の
か
否
か
は
、
作
者
の
力
量
を
前
提
し

て
い
え
ば
、
そ
こ
に
出
来
上
っ
た
伝
記
が
読
者
を
感
動
せ
し
め
る
か
否
か
に
よ
っ

て
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
私
の
所
謂
独
特
の
伝
記
は
、
右
述
か

ら
も
明
ら
か
な
様
に
、
そ
れ
の
作
者
に
様
々
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
が
要
求
せ
ら

れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
書
く
こ
と
の
非
常
に
困
難
な
伝
記
で
あ
る
。
こ
の
種
の
伝
記

が
稀
に
し
か
み
ら
れ
な
い
の
は
そ
の
所
為
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
以
上
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
「
卓
越
せ
る
人
々
の
生
涯
」
の
様
な
私
の
所
謂

独
特
の
伝
記
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
の
問
に
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
・

答
え
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
独
特
の
伝
記
の
実
態
が
ほ
ぼ
解
明
さ
れ

　
　
　
　
　
（
7
）

た
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
附
言
す
る
と
、
私
は
右
に
独
特
の
伝
記
は
稀
な
伝
記
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、

稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
伝
記
と
し
て
非
本
来
的
、
例
外
的
で

あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
来
的
な
も
の
が
現
実
に
は
稀
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い

う
現
象
は
、
他
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
屡
々
み
ら
れ
る
。
然
し
、
わ
れ
わ
れ
の

独
特
の
伝
記
が
果
し
て
例
外
的
な
も
の
な
の
か
、
逆
に
本
来
的
な
も
の
な
の
か
は

伝
記
論
の
核
心
に
ふ
れ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
い
ま
こ
こ
で
性
急
に
決
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
私
は
そ
れ
に
就
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ

る
。
右
述
し
た
小
論
の
第
二
、
第
三
章
は
、
そ
の
様
な
検
討
の
前
提
の
一
つ
と
し

て
、
先
ず
所
謂
独
特
の
伝
記
の
実
態
を
、
即
ち
そ
れ
の
成
り
立
ち
を
解
明
し
た
も

の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
例
え
ば
坂
崎
乙
郎
氏
は
、

　
　
な
ら
な
か
っ
た
。

「
絵
を
読
む
」
為
に
結
局
作
者
の
生
涯
を
書
か
ね
ば
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伝記論の試み

（
2
）

（
3
）

（（54
））

（
6
）

中
村
幸
彦
氏
は
、
「
諸
国
碕
人
伝
」
の
解
説
に
お
い
て
、
碕
人
伝
の
資
料
と
し

て
三
種
（
作
品
、
秩
事
、
学
人
の
郷
土
の
風
俗
、
習
慣
）
を
あ
げ
、
作
品
の
み

が
崎
人
と
不
可
分
の
も
の
で
、
他
の
資
料
は
「
着
せ
か
え
の
で
き
る
も
の
」
か

「
他
人
の
伝
え
」
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
頼
り
に
な
ら
ぬ
と
い
う
。
（
「
諸
国
崎
人
伝
」

二
〇
三
頁
）
こ
れ
は
中
村
氏
が
、
作
品
の
源
泉
と
、
作
者
の
生
き
方
の
根
底
に

あ
る
も
の
と
が
一
つ
の
個
性
的
精
神
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
。

偉
大
な
も
の
は
単
純
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
そ
の
名
に
価

す
る
偉
大
な
哲
学
者
は
た
っ
た
一
つ
の
こ
と
し
か
い
わ
な
か
っ
た
、
一
つ
の
こ

と
し
か
っ
か
ん
で
い
な
か
っ
た
、
然
し
そ
れ
を
表
現
す
る
為
に
、
彼
は
周
り
の

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
然
し
、
偉
大
な
哲
学

者
が
周
り
の
も
の
を
巻
込
ん
で
あ
げ
た
旋
風
の
様
な
も
の
だ
、
と
い
う
。
わ
れ

わ
れ
の
い
い
方
で
い
う
な
ら
、
単
純
な
も
の
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

（
口
●
b
⇔
謬
。
。
o
p
冨
娼
①
廣
ひ
。
①
二
〇
日
8
〈
き
け
い
隠
●
μ
ω
⑩
i
μ
障
）

　
偉
大
な
個
性
的
精
神
の
生
涯
も
一
つ
の
旋
風
で
あ
る
。
独
特
の
伝
記
の
作
者

は
、
生
涯
の
個
々
の
事
蹟
に
気
を
と
ら
れ
て
、
そ
れ
が
偉
大
な
魂
が
ま
き
あ
げ

た
旋
風
で
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。

押
目
。
臣
巳
り
く
冨
傷
。
切
o
o
昏
。
〈
窪
鰯
肩
蹴
櫛
8
岡
目
・

和
歌
森
太
郎
氏
は
、
史
的
実
像
で
あ
っ
た
も
の
が
虚
像
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
。
然
し
こ
れ
は
、
史
料
批
判
が
よ
り
科
学
的
に
な
っ
た
為
で
あ
っ
て
虚
実

の
規
準
が
変
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
和
歌
森
太
郎
「
日
本
史
の
虚
像
と
実
像
」

三
二
六
頁
、
「
虚
実
の
間
」
）

　
な
お
、
マ
イ
ヤ
ー
（
¢
竃
。
団
窪
）
も
、
i
わ
れ
わ
れ
と
は
異
な
っ
た
根
拠

に
よ
っ
て
で
あ
る
が
一
伝
記
は
歴
史
で
は
な
い
、
と
い
う
。
（
N
霞
↓
ゲ
①
o
ユ
。

鐸
巳
ζ
。
爵
＆
三
儀
臼
O
窪
鼻
一
昂
け
¢
森
岡
弘
通
訳
七
五
－
七
七
頁
）
　
マ
イ
ヤ

ー
の
見
解
は
伝
記
の
本
来
性
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、
マ
イ
ヤ
ー
に
対
す
る

ウ
エ
ー
バ
ー
（
寓
。
≦
o
ゲ
窪
）
の
批
判
と
併
せ
て
次
の
論
文
で
検
討
す
る
。

個
性
的
精
神
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
構
成
に
就
い
て
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
こ

と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
お
構
成
の
仕
方
に
就
い
て
も
考
察
せ
ね
ば
な

（
7
）

ら
ぬ
。
然
し
、
そ
れ
に
就
い
て
は
、
i
独
特
の
伝
記
の
も
つ
人
聞
学
的
意
義
と

の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
一
次
章
で
述
べ
る
。

以
上
は
独
特
の
伝
記
の
成
り
立
ち
を
示
し
た
に
止
ま
り
、
未
だ
独
特
の
伝
記
の

要
訣
の
解
明
に
は
到
っ
て
い
な
い
。
然
し
要
訣
の
解
明
は
、
「
本
来
の
伝
記
」

の
究
明
と
関
係
す
る
の
で
小
論
に
続
く
「
伝
記
論
の
試
み
口
」
で
行
な
う
。

四
§1

　
以
上
で
わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
の
実
態
を
解
明
し
た
が
、
果
し
て
こ
れ

を
独
特
の
伝
記
と
呼
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
は
、

従
来
伝
記
の
一
種
と
し
て
の
市
民
権
を
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
前
章
ま

で
に
明
ら
か
に
し
て
来
た
独
特
の
伝
記
の
実
態
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
は
不
当
で
あ

り
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
従
来
一
般
に
こ
の
種
の
伝
記
が
伝
記
と
認
め
ら
れ
な
い
原
因
の
一

つ
は
、
そ
れ
が
従
来
普
通
に
伝
記
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
史
料
的
、
文
学
的
意
義
を

も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
種
の
伝
記
が
伝
記
の
一
種
と
し
て
の
市

民
権
を
持
つ
と
主
張
す
る
為
に
は
、
そ
れ
が
史
料
的
、
文
学
的
意
義
と
は
別
の
、

そ
れ
特
有
の
意
義
を
も
つ
こ
と
、
然
も
そ
の
意
義
が
史
料
的
、
文
学
的
意
義
よ
り

も
伝
記
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
章
で
は
、
一
つ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
が
実
際
に
伝
記
の
一

種
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
又
一
つ
に
は
「
独
特
の
伝
記
の
実
態
の
解

明
」
か
ら
「
本
来
の
伝
記
の
究
明
」
（
次
の
論
文
）
へ
の
橋
渡
し
を
す
る
た
め
に
、

独
特
の
伝
記
特
有
の
意
義
を
考
察
す
る
。

さ
て
、
所
謂
独
特
の
伝
記
は
、
前
述
し
た
そ
れ
の
成
り
立
ち
（
内
容
、
構
造
、
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目
的
）
か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
伝
記
文
学
的
狙
い
を
も
つ
も
の
で
も
歴
史
的
正
確

さ
を
期
し
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
を
通
常
の
伝
記
と
同
様
に
文
学
と

し
て
、
史
料
と
し
て
評
緬
す
れ
ば
殆
ど
無
価
値
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
独
色
分
伝
記

に
対
す
る
こ
の
様
な
評
価
の
仕
方
は
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
独
特
の
伝
記
は
何

を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
確
か
め
、
そ
れ
に
即
し
て
評
価
す
可
き
で
あ
る
。
そ

う
で
な
い
と
、
独
特
の
伝
記
特
有
の
意
義
も
価
値
も
見
逃
す
こ
と
と
な
る
。

　
で
は
、
独
特
の
伝
記
の
実
態
を
解
明
七
て
来
た
わ
れ
わ
れ
は
、
独
特
の
伝
記
特

有
の
意
義
を
ど
こ
に
求
む
べ
き
か
。
予
め
い
う
な
ら
ば
、
独
特
の
伝
記
は
文
学
的
、

史
料
的
意
義
の
か
わ
り
に
、
特
有
の
人
間
学
的
意
義
を
も
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　
今
日
の
人
間
学
は
、
経
験
科
学
的
に
処
理
し
得
る
人
間
の
諸
側
面
の
認
識
に
お

い
て
は
著
る
し
い
進
歩
を
と
げ
た
が
、
経
験
科
学
の
限
界
を
超
え
る
人
間
の
精
神

面
の
認
識
に
お
い
て
は
な
お
万
全
と
は
い
い
難
い
状
況
の
様
で
あ
宿
．
と
に
か
く
・

人
間
の
精
神
面
の
認
識
は
古
来
問
題
で
あ
っ
た
が
、
今
日
も
人
間
学
の
極
め
て
困

難
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
覧

　
さ
て
他
方
、
独
特
の
伝
記
は
前
章
で
述
べ
た
様
に
、
個
性
的
精
神
と
の
出
逢
い

を
核
心
と
し
、
こ
れ
を
万
人
に
伝
え
る
こ
と
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ

の
「
出
逢
い
」
か
ら
、
そ
れ
の
持
つ
い
わ
ば
伝
記
的
要
素
を
捨
象
す
る
と
、
出
逢

い
は
・
れ
を
個
性
的
精
神
の
把
握
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
勧
－
3
こ
の
こ
と
を
・
右

浴
し
た
人
間
学
の
問
題
と
考
え
併
せ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
そ
こ
か
ら
独
特

の
伝
記
と
人
間
学
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
を
望
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
然
し
、
独
特
の
伝
記
は
果
し
て
ど
こ
ま
で
人
間
学
の
認
識
と
か
か
わ
り
を
も
ち

得
る
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
人
間
学
的
意
義
を
も
ち
得
る
か
、
第
二
章
第
三
章
で

解
明
し
た
独
特
の
伝
記
の
特
質
を
ふ
ま
え
て
次
に
そ
れ
を
検
討
す
る
。

．
さ
て
、
前
章
で
全
体
的
・
根
源
的
人
間
（
個
性
的
精
神
）
の
把
握
に
つ
い
て
次

の
こ
と
を
確
認
し
た
。
個
性
的
精
神
は
、
こ
れ
を
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
も
、

所
謂
直
観
的
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
全
体
的
・
根
源
的
人
間
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
た
だ
全
体
的
・
根
源
的
人
間
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
の

把
握
は
全
体
的
．
根
源
的
人
間
と
全
体
的
・
根
源
的
人
間
と
の
出
逢
い
に
ま
つ
他

は
な
い
、
と
。
し
て
み
る
と
、
出
逢
い
は
個
性
的
精
神
を
直
接
に
捉
え
る
為
に
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

さ
れ
た
唯
一
の
方
途
で
あ
る
。

　
然
し
、
先
述
の
様
に
出
逢
い
は
特
定
の
人
の
幸
運
に
ま
つ
他
は
な
い
。
そ
れ
故
、

個
性
的
精
神
の
把
握
が
出
逢
い
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
と
す
る
と
、
そ
の
把
握
は

特
定
の
人
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
様
な
措
握
は
未
だ
人
間
学
と
か

か
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
的
認
識
と
も
、
そ
れ
に
代
る
も
の
と
も
い

え
な
い
。
学
的
認
識
、
或
い
は
そ
れ
に
代
る
も
の
は
万
人
に
可
能
な
認
識
、
或
い

は
万
人
に
伝
達
せ
ら
れ
得
る
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
共
感
に
よ
る

個
性
的
精
神
の
把
握
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
特
定
の
人
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ

れ
を
万
入
に
伝
達
（
間
接
に
）
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
じ
か
。
実
際
に
、

独
特
の
伝
記
の
作
者
は
そ
の
こ
と
を
公
言
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
自

分
の
共
感
を
万
人
に
伝
達
す
る
こ
と
を
希
っ
て
い
る
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
の
様

に
そ
れ
を
出
逢
い
の
幸
運
に
恵
ま
れ
た
者
の
義
務
と
考
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

（
前
述
）
と
に
か
く
彼
等
に
と
っ
て
は
、
伝
記
は
そ
の
為
に
こ
そ
書
か
れ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

あ
る
。
そ
れ
以
外
の
目
的
は
も
た
な
い
。

　
と
に
か
く
、
も
し
作
者
の
希
い
通
り
伝
記
に
よ
っ
て
個
性
的
精
神
と
の
共
感
を

万
人
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
で
始
め
て
独
特
の
伝
記
は
人
間
学

的
意
義
を
も
つ
こ
と
と
な
ろ
う
。
然
し
、
果
し
て
個
性
的
精
神
と
の
共
感
を
万
人

に
伝
達
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
。
又
、
可
能
と
す
れ
ば
如
何
に
し
て
可
能
で

あ
る
か
。

註
（
1
）

茅
野
良
雄
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
今
日
の
人
間
学
は
大
別
し
て
二
つ
の
仕
方
で

人
間
を
捉
え
る
。
一
つ
は
所
謂
経
験
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
他
は
哲
学
的
ア
ブ
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e伝記論の試み

ロ
ー
チ
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
普
通
前
者
を
人
類
学
、
後
者
を
哲
学
的
人
間
学

と
呼
ん
で
い
る
。

　
人
類
学
は
経
験
科
学
的
に
処
理
し
得
る
範
囲
内
で
、
様
々
の
角
度
か
ら
ヒ
ト

を
捉
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
哲
学
的
人
間
学
は
ヒ
ト
の
活
動
と
そ
の
所
産
と
の

す
べ
て
を
素
材
と
し
て
人
間
を
捉
え
る
。
人
類
学
で
は
、
人
間
の
把
握
は
経
験

科
学
知
の
到
り
つ
く
範
囲
内
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
人
間
が
そ
の
歴
史
に
お

い
て
、
文
化
に
お
い
て
、
社
会
生
活
に
お
い
て
己
れ
を
告
知
す
る
広
大
な
部
分

が
脱
落
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
哲
学
的
人
間
学
は
、
人
間
の
活
動
と
駈

産
の
全
分
野
に
亙
っ
て
、
人
間
が
己
れ
を
告
知
し
て
い
る
凡
て
を
手
掛
り
と
す

る
か
ら
人
間
を
全
体
と
し
て
原
理
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
以
上

は
、
「
現
代
の
エ
ス
プ
リ
ー
。
。
厘
に
示
さ
れ
た
茅
野
氏
の
、
自
問
学
に
つ
い
て

の
説
明
の
大
要
で
あ
る
が
、
今
日
の
人
間
学
の
状
況
を
公
平
な
見
地
か
ら
要
約

し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
だ
。
試
み
に
、
哲
学
百
科
辞
典
く
即
国
匹
≦
母
山
。
。
嘘

撃
。
国
主
畠
。
ざ
℃
①
象
9
鼠
孚
出
。
。
。
o
筈
メ
＜
o
ド
O
V
を
み
る
と
、
「
哲
学
的
人

間
学
」
の
項
目
で
、
茅
野
氏
の
説
明
を
拡
大
し
た
様
な
記
述
が
あ
り
、
又
ロ
ン

グ
マ
ン
の
ラ
ル
を
ズ
を
み
る
と
、
反
対
に
茅
野
氏
の
要
約
を
更
に
要
約
し
た
様

な
記
述
が
み
え
る
。
）

，
即
智
は
今
日
の
入
間
学
の
骨
格
を
示
す
に
す
ぎ
ぬ
が
、
そ
こ
か
ら
も
既
に
明

ら
か
な
様
に
、
人
類
学
の
人
間
把
握
は
一
面
的
で
抽
象
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の

抽
象
の
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
哲
学
的
人
間
学
は
そ
の
抽
象
性
を
、
人
類
学
が

資
料
に
お
い
て
限
ら
れ
る
為
に
人
間
を
全
体
的
に
捉
え
得
な
い
点
に
み
る
。
然

し
、
人
類
学
の
抽
象
性
は
そ
の
点
だ
け
で
あ
る
か
。
そ
し
て
、
そ
の
点
を
補
え

ば
人
間
の
把
握
は
万
全
で
あ
る
か
。
ヒ
ト
を
全
体
的
に
捉
え
る
こ
と
で
入
間
学

は
万
全
で
あ
る
か
。

　
私
は
、
人
間
学
は
そ
れ
だ
け
で
は
万
全
で
は
な
く
て
、
重
要
な
「
つ
の
こ
と

が
抜
け
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
人
類
学
は
人
間
の
一
面
だ

け
し
か
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
た
だ
入
間
の
形
骸
、
主

の
抜
け
た
空
家
（
ヒ
ト
）
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
即
ち
人
類
学
は
、
人
間
を
形

成
す
る
諸
要
素
（
例
え
ば
諸
能
力
、
そ
れ
の
機
能
、
身
体
の
組
織
、
生
理
的
、

（
2
）

心
理
的
組
織
と
機
能
）
を
解
明
す
る
が
、
肝
心
の
、
そ
れ
ら
主
要
素
を
統
一
し

生
か
し
支
配
す
る
人
間
、
し
か
も
銘
々
独
自
の
根
を
も
っ
た
己
れ
の
主
と
し
て

の
人
間
を
取
り
逃
し
て
い
る
。
人
類
学
の
抽
象
性
は
、
窮
極
的
に
は
こ
の
点
に

こ
そ
み
る
可
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
の
人
間
学
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、

哲
学
的
入
間
学
と
い
え
ど
も
こ
の
意
味
の
抽
象
性
を
克
股
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
哲
学
的
人
間
学
の
資
料
の
所
為
で
は

な
く
て
、
資
料
を
よ
み
と
る
立
場
、
視
点
の
所
為
で
あ
る
。

カ
ッ
ト
が
哲
学
の
課
題
は
要
す
る
に
、
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
に
答
え
る

こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
は
哲
学

の
問
題
を
、
一
、
何
を
私
は
知
り
得
る
か
（
形
而
上
学
）
、
二
、
何
を
私
は
為

す
可
き
か
（
道
徳
）
、
三
、
何
を
私
は
願
い
得
る
か
（
宗
教
）
、
四
、
人
間
と

は
何
で
あ
る
か
（
人
間
学
）
の
四
つ
に
分
け
た
が
、
そ
の
中
、
最
後
の
問
を
重

視
し
、
他
の
問
は
凡
て
こ
れ
に
か
か
わ
る
と
い
う
。
従
っ
て
又
、
始
め
の
三
つ

の
問
に
答
え
る
哲
学
の
部
門
は
す
べ
て
最
後
の
問
に
答
え
る
側
壁
学
に
数
え
得

る
、
と
い
う
。
し
て
み
る
と
、
哲
学
の
問
題
は
す
べ
て
「
人
間
と
は
何
で
あ
る

か
」
に
帰
着
し
、
哲
学
は
要
す
る
に
そ
れ
に
答
え
る
人
間
学
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

（
＜
σ
q
＝
．
囚
婁
』
。
α
・
汗
。
器
ψ
ぎ
脱
》
器
α
q
⇔
げ
。
切
去
●
。
。
の
．
。
。
お
一
ω
薩
）

　
然
し
、
実
際
に
カ
ン
ト
自
身
は
こ
の
あ
る
即
き
哲
学
を
ど
こ
ま
で
実
現
し
て

い
た
か
。
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
は
第
一
の
問
に
、
実
践
理
性
批
判
は
第
二

の
問
に
、
判
断
力
批
判
と
「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
」
は
第
三
の
問
に

答
え
る
も
の
と
い
え
る
。
で
は
、
カ
ン
ト
が
最
も
重
視
し
た
第
四
の
問
に
答
え

る
著
述
は
ど
れ
か
。

　
カ
ン
ト
は
一
七
九
八
年
、
そ
れ
ま
で
二
十
数
年
に
亙
っ
て
行
な
っ
て
来
た
人

間
学
の
講
義
の
草
稿
を
も
と
に
し
て
、
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
」
を

公
に
し
た
。

　
こ
れ
が
人
間
学
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
唯
一
の
著
述
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ

ン
ト
は
シ
ュ
ト
イ
ト
リ
ン
宛
の
手
紙
（
一
七
九
三
年
五
月
四
日
付
け
）
に
、
哲

学
の
問
題
と
し
て
右
述
と
同
じ
三
つ
の
問
を
述
べ
た
の
に
続
け
て
、
　
「
そ
れ
に

は
最
後
に
第
四
の
問
が
続
く
可
き
で
し
た
。
即
ち
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
。
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（
3
）

（
人
間
学
、
こ
れ
に
関
し
て
は
私
は
既
に
二
十
年
以
上
も
年
々
講
義
を
し
て
き

ま
し
た
）
」
と
語
る
。
し
て
み
る
と
、
カ
ン
ト
は
第
四
の
問
に
答
え
る
も
の
と

し
て
は
、
右
の
人
間
学
の
講
義
の
内
容
の
如
き
も
の
を
考
え
て
い
た
と
、
少
な

く
と
も
そ
れ
以
上
の
究
明
へ
は
立
入
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
他
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
講
義
の
内
容
は
、
前
述
し
た
「
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人

間
学
」
に
よ
っ
て
み
る
と
、
人
間
の
認
識
能
力
、
感
情
、
欲
求
能
力
に
つ
い
て
、

又
個
人
、
民
族
、
人
種
、
人
類
の
性
格
に
つ
い
て
の
経
験
的
観
察
の
結
果
を
述

べ
た
も
の
で
、
全
体
と
し
て
経
験
心
理
学
無
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

「
批
判
」
で
は
欠
如
し
て
い
た
カ
ン
ト
の
人
生
論
的
諸
見
解
が
随
所
に
附
加
さ

れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
こ
の
講
義
の
狙
い
と
し
た
、
人
が
社
会
生
活
を
幸
福
に

す
ご
す
為
の
こ
れ
ら
の
人
間
知
や
人
生
論
（
所
謂
「
黒
星
の
命
法
」
）
が
無
意

味
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
様
な
内
容
の
人
間
学
が
、
前
述
し
た
哲
学

の
三
つ
の
問
が
そ
こ
に
帰
着
す
る
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
の
問
に
ま
と
も

に
答
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
特
に
重
視
し
た
こ
の

問
は
、
先
の
三
つ
の
問
に
於
て
主
語
と
な
っ
た
私
と
い
う
人
間
、
即
ち
「
1

を
知
り
」
　
「
i
を
行
な
い
」
　
「
1
を
願
う
」
と
こ
ろ
の
一
入
の
人
間
、
そ

れ
ら
凡
て
の
い
と
な
み
の
主
と
し
て
の
全
体
的
・
根
源
的
人
間
を
こ
そ
問
う
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
　
「
…
・
：
三
つ
の
問
は
最
後
の
問
（
人
間
と
は
何
で

あ
る
か
）
に
か
か
わ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
衷
現
の
真
意
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

カ
ン
ト
は
前
述
の
様
に
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
人
間
学
の
課
題
で
あ
る
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
カ
ン
ト
は
人
閥
学
の
課
題
を
正
し
く
把
握
し
、
こ
れ
を
提
起
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
自
身
は
、
恐
ら
く
は
彼
の
批
冷
酒
方
法
に
妨
げ
ら
れ
て
、

正
画
か
ら
こ
の
課
題
に
と
り
く
む
に
は
到
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
様
な
抽
象
に
よ
っ
て
、
独
特
の
伝
記
が
、
そ
れ
が
独
特
の
伝
記
た
る
所
以

の
も
の
即
ち
そ
の
い
の
ち
を
喪
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
所
謂
歴
史
的
伝
記
に
お
い
て
は
、
そ
れ
特
有
の
史
料
的
意
義
を
み
る
為
に
抽

象
が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
又
そ
の
為
に
伝
記
が
そ
の
い
の
ち
を
喪
う
と
い
う
様

な
こ
と
は
な
い
（
ラ
ン
ケ
「
歴
史
・
伝
記
的
研
究
」
序
文
参
照
）
。
事
情
は
、

（
4
）

（
5
）

文
学
的
伝
記
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
ひ
と
り
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
に
お
い
て
の
み
、
そ
れ
特
有
の
意
義
を
み

る
為
に
さ
え
抽
象
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
点
き
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
的
人
間
学
は
、
文
化
、
歴
史
、
社
会
生
活
等
人
間
が
己
れ
を
告
知
す
る
凡

ゆ
る
も
の
を
資
料
と
し
て
、
こ
れ
を
解
釈
（
よ
み
と
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
間

接
に
人
間
の
精
神
面
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
。

こ
の
様
に
い
っ
て
も
、
独
特
の
伝
記
に
お
け
る
共
感
（
出
逢
い
）
の
万
人
へ
の

伝
達
は
、
個
性
的
精
神
の
把
握
の
伝
達
と
同
義
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
一

面
を
抽
象
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
節
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
が
ら
明
ら

か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
節
に
述
べ
る
の
は
、
出
逢
い
（
共
感
）
を
万
入
に
伝

達
す
る
為
の
方
途
で
あ
る
。
な
お
、
か
か
る
抽
象
に
よ
っ
て
独
特
の
伝
記
が
い

の
ち
を
喪
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
こ
で
は
、
独
特
の
伝
記
の
意
義
を
検
討
す

る
為
に
仮
に
抽
象
し
て
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
独
特
の
伝
記
に
お
い
て
は
、
作
者
が
個
性
的
精
神
と
の
共
感
を
万
人

に
伝
達
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
、
そ
れ
を
義
務
と
さ
え
考
え
る
こ
と
に
就

い
て
は
、
小
論
の
続
篇
で
詳
し
く
考
え
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

§2

　
共
感
し
た
と
こ
ろ
を
直
接
に
言
葉
（
概
念
）
に
よ
っ
て
人
に
伝
達
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
抑
々
共
感
は
、
前
述
の
様
に
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
感
動
で
あ
る
か
ら
、

共
感
し
た
と
こ
ろ
を
対
象
化
し
た
り
概
念
の
枠
へ
入
れ
込
め
た
り
す
る
こ
と
が
出

来
る
筈
が
な
い
。

　
そ
れ
に
、
伝
達
を
受
け
取
る
側
か
ら
い
っ
て
も
、
共
感
自
体
が
一
つ
の
感
動
だ

と
す
る
と
、
共
感
し
た
と
こ
ろ
を
捉
え
得
る
の
は
又
共
感
の
み
で
あ
る
。
言
葉
に

よ
っ
て
で
は
な
い
。
結
局
、
共
感
し
た
と
こ
ろ
を
対
象
化
し
て
直
接
に
他
者
に
伝

達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
然
し
、
わ
れ
わ
れ
は
人
を
自
分
が
し
た
共
感
へ
誘
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
に
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伝記論の試み

よ
っ
て
、
自
分
が
共
感
し
た
と
こ
ろ
を
い
わ
ば
間
接
に
他
者
へ
伝
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
で
は
、
人
を
共
感
へ
誘
う
に
は
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
か
。
例
え
ば
、
ロ

マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
の
共
感
は
一
つ
の
出
逢
い
で
あ
る
が
、

彼
の
こ
の
共
感
へ
人
を
誘
う
に
は
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
か
。

　
こ
の
誘
い
は
二
つ
の
途
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
二
つ
の

途
が
相
交
わ
る
所
に
、
主
人
公
の
個
性
的
精
神
に
関
し
て
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
、
或

い
は
雰
囲
気
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
は
そ
の
個
性
的
精
神
へ
の
共
感
へ

誘
わ
れ
る
。

　
先
ず
第
一
の
途
に
就
い
て
一
。

　
前
述
の
様
に
主
人
公
（
個
性
的
精
神
）
の
生
涯
は
、
こ
れ
を
見
抜
く
眼
力
を
具

え
た
人
に
と
っ
て
は
、
主
人
公
の
個
性
的
精
神
が
世
界
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て

奏
で
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
変
奏
曲
）
で
あ
る
。
強
烈
な
個
姓
的
精
神
が
周
り

の
も
の
を
巻
き
込
ん
で
吹
き
あ
げ
る
旋
風
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
何
人
も
、

少
な
く
と
も
衷
面
的
に
は
、
容
易
に
こ
れ
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

優
れ
た
伝
記
作
者
が
多
く
の
資
料
の
中
か
ら
こ
の
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
再

現
し
て
み
せ
る
な
ら
（
第
三
章
参
照
）
、
人
は
こ
れ
を
入
ロ
と
も
端
緒
と
も
し
て
個

性
的
精
神
へ
の
共
感
へ
誘
わ
れ
る
。
尤
も
、
作
者
が
構
成
す
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
は
一
つ
と
は
限
ら
な
い
。
様
々
の
角
度
か
ら
様
々
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
構

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
必
ず
し
も
正
確
な
事
蹟
に
よ
ら
ず
と
も
、
主

人
公
の
折
々
の
振
舞
や
人
柄
を
示
す
逸
話
等
を
作
者
の
印
象
（
主
人
公
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
印
象
）
に
即
し
て
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
…
シ
ョ
ン
に
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
第
二
の
途
に
就
い
て
一
。

　
こ
れ
は
主
人
公
の
作
品
に
よ
る
途
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
場
合
、
創
造
に
際
し

て
芸
術
家
が
そ
れ
に
自
己
の
凡
て
を
集
中
投
入
す
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
そ
れ
故
、

作
品
に
は
凡
て
を
集
中
支
配
す
る
芸
術
家
の
個
性
的
精
神
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

作
晶
も
ま
た
、
芸
術
家
の
個
性
的
精
神
が
た
ま
た
ま
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
際
会
し
て

奏
で
る
ヴ
ァ
リ
エ
1
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
は
作
品
を
介
し
て
も
個
性
的

精
神
と
の
共
感
へ
誘
わ
れ
得
る
。

　
こ
こ
で
も
伝
記
の
作
者
は
、
作
品
の
中
に
芸
術
家
の
個
性
的
精
神
の
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
を
洞
察
し
、
同
じ
芸
術
家
の
様
々
の
作
品
に
よ
っ
て
こ
の
洞
察
を
純
化

し
濃
縮
し
て
、
こ
れ
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
、
伝
記
作
者
に
よ
っ

て
個
性
的
精
神
の
も
う
一
つ
の
（
生
涯
と
は
異
な
っ
た
）
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
・
　
●

構
成
せ
ら
れ
る
。
所
謂
「
絵
を
読
む
」
の
は
こ
の
途
で
あ
る
。
然
し
、
作
品
を
読

む
こ
と
は
生
涯
を
読
む
こ
と
と
同
様
に
困
難
で
あ
る
。
伝
記
作
者
は
洞
察
の
人
で

　
　
　
　
　
　
（
3
×
4
）

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
さ
て
、
以
上
二
つ
の
途
即
ち
主
人
公
の
生
涯
を
読
む
途
と
作
品
を
読
む
途
と
は
、

両
者
が
確
か
に
辿
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
必
ず
交
差
す
る
。
二
つ
の
途
が
相
交
わ
る

と
こ
ろ
、
そ
こ
に
主
人
公
の
個
性
的
精
神
に
関
す
る
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
、
又
は
雰

囲
気
が
醸
成
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
読
者
の
側
に
共
感
へ
の
構
え
が
出
来
上
る
。

伝
記
作
者
が
為
し
得
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
後
は
、
読
者
自
身
が
共
感
へ
飛

び
込
む
こ
と
を
期
待
す
る
他
は
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
や
雰
囲
気
は
そ
の
為
の
誘
い
で

あ
り
、
刺
戟
で
あ
り
、
終
に
は
踏
切
台
で
す
ら
あ
る
が
、
然
し
踏
切
っ
て
飛
び
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

む
の
は
読
者
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
私
は
、
共
感
（
個
性
的
精
神
の
把
握
）
を
万
人
に
伝
達
す
る
方
途
に
就
い

て
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
は
、
第
三
章
で
み
た
遍
り
実

際
に
ほ
ぼ
こ
の
様
な
方
途
に
従
っ
た
内
容
ど
構
造
を
も
っ
て
い
魏
咲
4
し
て
・
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
独
特
の
伝
記
が
共
感
を
万
人
に
伝
達
す
る
役
目
を
実
際
に
果
し

て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
何
よ
り
も
、
独
特
の
伝
記
が
読
者
に
与
え
る
深
い
感

銘
が
罵
れ
を
証
し
て
い
る
。
独
特
の
伝
記
が
独
特
な
る
所
以
、
即
ち
そ
れ
が
読
む

者
の
心
を
打
ち
肝
に
銘
じ
る
の
は
、
そ
れ
が
前
述
の
様
な
方
途
に
従
っ
た
内
容
と

構
造
を
も
っ
た
め
に
、
読
者
を
主
人
公
の
個
性
的
精
神
へ
の
共
感
に
誘
い
、
終
に

そ
れ
へ
踏
み
切
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
、
特
定
の
人
の
幸
運
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
個
性
的
精
神
と
の
共
感
は
、
わ
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れ
わ
れ
の
示
し
た
方
途
に
よ
る
な
ら
ば
、
間
接
に
（
人
を
共
感
へ
誘
う
こ
と
に
よ

っ
て
）
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
万
人
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
を
実
際
に
実
現
し
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
で
あ

る
。

註
（
玉
）

（（32
））

（
4
）

（
5
）

例
え
ば
、
三
好
達
治
氏
は
「
萩
原
朔
太
郎
」
中
の
「
仮
幻
」
　
「
萩
原
さ
ん
と
い

う
人
」
に
お
い
て
、
こ
の
様
な
仕
方
で
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
し
て
い
る
。

坂
崎
乙
郎
、
　
「
絵
を
読
む
」
二
二
三
頁
参
照
。

吉
野
秀
雄
氏
は
「
良
寛
」
の
中
の
作
品
の
鑑
賞
に
お
い
て
、
巧
ま
ず
し
て
こ
の

種
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
し
て
い
る
。
又
、
良
寛
の
歌
は
「
実
事
を
ふ

ま
え
て
い
る
」
場
合
が
多
い
の
で
、
作
品
の
鑑
賞
が
同
時
に
生
涯
を
読
む
こ
と

に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
い
う
作
晶
は
芸
術
作
品
と
は
限
ら
ぬ
（
前
述
）
。
　
主
人
公
が
自
己
の
凡

て
を
集
中
投
入
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
。
あ
る
場
合
に
は
、
主
人
公
の
生
き

方
（
生
涯
）
そ
の
も
の
が
彼
の
最
大
の
作
品
で
あ
り
得
る
。
　
（
例
え
ば
、
　
「
聖

フ
ラ
ン
シ
ス
」
の
場
合
）

人
を
共
感
へ
導
く
為
の
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
様
な
方
途
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
そ
の

「
哲
学
入
門
」
に
お
い
て
、
入
を
純
粋
持
続
の
哲
学
的
直
観
へ
導
く
為
に
と
っ

た
特
有
の
方
法
と
似
て
い
る
。
即
ち
彼
は
、
そ
の
論
文
に
お
い
て
純
粋
持
続
の

様
々
の
特
徴
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
一
面
を
も
つ
い
く
つ
も
の
経
験
的
事
実
を
次

々
と
あ
げ
て
み
せ
る
。
し
か
し
、
私
の
解
釈
で
は
、
彼
は
こ
れ
ら
を
た
だ
漫
然

と
幾
つ
も
重
ね
て
い
る
の
で
は
な
く
、
三
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
を
直
感
へ

誘
い
得
る
と
考
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
彼
は
お
そ
ら
く
、
様
々
の
ア
ナ
ロ
ジ

カ
ル
な
経
験
的
事
実
が
純
粋
持
続
に
関
し
て
指
向
す
る
線
が
必
ず
交
差
す
る
こ

と
、
そ
こ
に
純
粋
持
続
に
関
す
る
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
成
立
す
る
こ
と
を
期
待
し
、

且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
人
に
純
粋
持
続
の
直
観
へ
の
構
え
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
o
h
国
．
審
α
q
。
。
o
P
い
鋤
や
。
霧
Φ
o
Φ
け
8

目
8
〈
き
捌
く
冒
霞
。
警
〇
二
8
①
ド
目
①
｛
昌
ξ
。
。
5
器
V
や
ト
。
8
①
3
）

（
6
）

（
7
）

人
を
個
性
的
精
神
と
の
共
感
へ
誘
う
に
は
、
生
涯
と
作
品
の
二
途
に
よ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
私
が
い
う
迄
も
な
く
伝
記
作
者
の
常
識
で
あ
る
。

事
実
、
殆
ど
の
伝
記
作
者
が
こ
の
二
途
に
よ
っ
て
い
る
。
然
し
、
何
故
二
途
に

よ
る
べ
き
か
の
反
省
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
そ
う
し
た
反
省
に
基
づ

い
て
で
な
く
、
た
だ
漫
然
と
二
途
を
並
列
し
又
は
よ
り
あ
わ
せ
て
い
る
場
合
が

多
い
。
偶
々
反
省
が
な
さ
れ
る
と
、
前
述
「
諸
国
崎
人
伝
」
の
場
合
の
様
に
、

作
品
に
偏
し
て
生
涯
を
軽
視
す
る
。
私
は
こ
こ
で
、
何
故
二
途
に
よ
る
べ
き
か
、

一
途
で
な
く
二
途
に
よ
る
べ
き
か
の
理
由
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

実
際
の
伝
記
で
は
、
二
途
が
融
然
と
分
れ
て
い
る
場
合
よ
り
も
、
よ
り
あ
わ
さ

れ
て
い
る
場
合
の
方
が
多
い
。
例
え
ば
「
良
寛
」
は
、
一
応
二
途
を
分
け
て
い

る
が
、
作
晶
が
実
事
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
作
品
の
鑑
賞
「
良
寛
歌
評
釈
」
に

お
い
て
は
二
途
が
よ
り
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
「
わ
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
」
も

二
途
を
よ
り
あ
わ
せ
て
い
る
。
　
「
ア
ヅ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
」
は
、
生
涯
そ

の
も
の
が
作
品
な
の
で
、
生
涯
を
書
く
こ
と
で
自
ら
二
途
の
交
差
を
随
所
に
現

出
し
て
い
る
。
自
伝
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
「
ヘ
ン
リ
ー
ラ
イ
タ
ロ
フ
ト
の
私

記
」
　
（
ギ
ヅ
シ
ン
グ
の
自
伝
的
作
品
）
は
、
ラ
イ
タ
ロ
フ
ト
の
生
涯
と
思
索
の

二
途
が
実
に
自
然
に
よ
り
あ
わ
さ
れ
て
、
彼
の
イ
メ
ー
ジ
を
現
出
し
て
い
る
（
例

え
ば
「
春
」
の
【
七
、
中
西
訳
、
新
潮
文
庫
、
五
五
－
五
八
頁
）
。

§3

　
右
零
し
た
様
な
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
章
の
冒
頭
に
述
べ
た
、
「
独
特
の

伝
記
は
人
間
学
的
意
義
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
を
検

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
や
や
形
式
的
に
な
り
、
く
り
返
し
に
な
る
が
検
証
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
独
特
の
伝
記
に
お
い
て
共
感
（
抽
象
し
て
い
え
ば
個
性
的
精
神
の
把
握
）
は
、

間
接
に
で
は
あ
る
が
万
人
置
も
の
と
な
る
。
少
な
く
と
も
、
万
人
の
も
の
と
な
る

可
能
性
を
も
つ
に
到
る
。
そ
れ
故
、
共
感
に
よ
る
個
性
的
精
神
の
把
握
は
、
こ
れ
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伝記論の試み

を
直
ち
に
個
性
的
精
神
に
関
す
る
学
的
認
識
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
代

る
も
の
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
然
し
、
共
感
が
万
人
の
も
の
と
な
る
、
又
は
そ
の
可
能
性
を
も
つ
に
到
る
の
は

右
の
様
に
共
感
を
核
と
し
た
独
特
の
伝
記
に
お
い
て
で
あ
る
か
ら
、
個
性
的
精
神

に
関
す
る
人
間
学
的
認
識
に
代
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
共
感
を
核

と
し
た
独
特
の
伝
記
自
体
で
あ
る
。
結
局
、
独
特
の
伝
記
は
個
性
的
精
神
に
関
す

る
人
間
学
的
認
識
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
ち
、
人
間
学
的
意
義
を
有
す
る
。

　
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
右
の
検
証
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
限
り
の
独
特
の
伝

記
の
入
間
学
的
意
義
を
次
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
独
特
の
伝
記
に
お
け
る
所
謂
共
感
（
出
逢
い
）
は
、
個
性
的
精
神
を
対
象
的
に

把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
個
性
的
精
神
に
就
い
て
の
認
識
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
個
性
的
精
神
に
関
す
る
認
識
で
し
か
な
い
。
又
、
独

特
の
伝
記
は
共
感
（
個
性
的
精
神
の
把
握
）
を
馬
入
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

そ
れ
は
言
葉
（
概
念
）
に
よ
る
直
接
の
伝
達
で
は
な
い
か
ら
、
独
特
の
伝
記
を
学

的
認
識
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
し
、
独
特
の
伝
記
は
と
に
か
く
個
性
的
精

神
を
把
握
し
て
、
こ
れ
を
間
接
に
だ
が
万
人
に
伝
達
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
性

　
　
　
　
・
　
…
　
　
。
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

的
精
神
に
関
す
る
学
的
認
識
に
代
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
先
述
し
た
人
間
学
の
現
状
か
ら
し
て
も
、
こ
の
様
な
役
目
を
果
す
独
特
の
伝

記
は
、
人
間
学
に
お
い
て
も
更
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
）

　
従
来
、
伝
記
は
普
通
に
は
史
料
的
又
は
文
学
的
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
て
、
伝
記
が
こ
の
様
に
人
間
学
的
意
義
を
も
つ
場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
一
般

に
殆
ど
注
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
為
に
人
間
学
的
意
義
し
か
も

た
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
は
、
従
来
や
や
も
す
る
と
作
者
自
身
に
よ
っ
て
さ

え
「
…
：
こ
れ
は
伝
記
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
り
、
又
単
に
作
者
の
主
観
的
印

象
を
伝
え
る
だ
け
の
「
想
い
出
」
「
回
想
録
」
の
類
と
墨
視
さ
れ
た
り
レ
砦
．

　
然
し
、
独
特
の
伝
記
は
右
に
そ
れ
が
特
有
の
人
間
学
的
意
義
を
も
つ
こ
と
を
確

認
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
人
間
学
的
意
義
は
、
こ
れ
を
史
料
的
、
文
学
的
意
義
に
比

べ
る
と
「
伝
記
」
の
原
義
即
ち
「
人
の
生
涯
を
記
す
（
げ
匪
α
q
冨
冨
。
言
）
」
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
．
願
・
・
・
・
・
…
　
　
　
　
　
（
4
）

り
即
し
た
、
そ
れ
故
伝
記
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
独
特
の

伝
記
は
い
ま
や
伝
記
の
一
種
と
し
て
の
市
民
権
を
主
張
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
主
観

的
「
想
い
出
」
の
類
と
は
異
な
っ
た
伝
記
の
一
種
で
あ
る
。
「
尤
も
、
私
自
身
は
独

特
の
伝
記
は
、
単
に
伝
記
の
一
種
に
止
ま
ら
ず
、
こ
れ
こ
そ
本
来
の
伝
記
（
自
己

目
的
的
伝
記
）
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
様
に
様
々
の
種
類
の
伝
記
が
あ
り
、
そ
の
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ

別
の
特
有
の
意
義
を
持
つ
・
と
を
み
て
く
る
と
・
自
ら
；
の
問
が
浮
ん
で
く
解

一
体
伝
記
と
は
何
か
、
或
い
は
本
来
の
伝
記
は
ど
れ
な
の
か
。
否
、
一
体
本
来
の

伝
記
と
い
う
生
な
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る

伝
記
で
あ
る
か
。
私
は
稿
を
改
め
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

小
論
は
そ
の
為
の
地
均
ら
し
の
役
目
を
果
す
で
あ
ろ
う
。

註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

独
特
の
伝
記
が
捉
え
て
い
る
の
は
、
特
定
の
強
烈
な
個
性
的
精
神
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
で
も
独
特
の
伝
記
は
認
識
と
し
て
は
限
ら
れ
た
認
識
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
独
特
の
伝
記
が
捉
え
て
い
る
の
は
単
に
強
烈
な

（
あ
く
の
強
い
）
だ
け
で
な
く
、
典
型
的
な
且
つ
卓
越
し
た
個
性
的
精
神
で
あ

る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
独
特
の
伝
記
を
書
く
こ
と
と
下
手
物
趣
味

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
は
、
従
来
伝
記
の
一
種
と
し
て
一
般
に
認
め
ら

れ
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
ブ
リ
タ
ニ
カ
も
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
も
こ
の
種
の
伝
記

を
伝
記
の
「
種
と
し
て
あ
げ
て
い
な
い
。
又
そ
こ
に
は
古
来
の
伝
記
の
実
例
を
、

特
に
近
世
の
も
の
は
可
な
り
詳
細
に
あ
げ
て
い
る
の
に
、
ロ
ラ
ン
の
「
卓
越
せ

る
人
々
の
生
涯
」
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
に
似
て
非
な
る
も
の
は
、
　
「
想
い
出
」
の
類
で
あ
る
。
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（
4
）

「
想
い
出
」
に
お
い
て
は
、
主
人
公
を
な
つ
か
し
む
私
的
な
感
情
が
申
心
に
な

る
。
動
機
も
目
的
も
主
観
的
で
、
筆
者
は
主
人
公
に
密
着
す
る
。
主
人
公
も
こ

こ
で
は
個
性
的
精
神
で
は
な
く
て
私
人
で
し
か
な
い
。
内
容
も
精
神
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
て
私
的
な
事
蹟
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
ぬ
。
こ
れ
は
伝
記

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
万
人
に
伝
え
る
可
き
内
容
も
、
そ
の
様
な
目
的
も

も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
然
し
、
そ
う
し
た
私
的
目
的
、
私
的
内
容
の
「
想
い
出
」
が
立
派
に
伝
記
と

な
り
、
こ
れ
を
独
特
の
伝
記
に
数
え
て
よ
い
場
合
も
あ
る
。
　
「
一
ひ
ら
の
貝
殻

で
海
水
を
汲
み
干
す
」
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
想
い
出
」
の

筆
者
が
主
入
公
の
精
神
に
深
く
感
銘
し
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
主
人
公
が
優
れ

た
個
性
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ン
ナ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
バ
ッ
ハ

の
「
バ
ヅ
ハ
の
想
い
出
」
（
O
冨
匹
。
貯
o
O
冨
。
口
降
住
霞
》
§
竃
譜
留
♂
B

田
静
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
を
な
つ
か
し
む
筆
者
の
私
的
な

感
情
が
偉
大
な
個
性
的
精
神
と
の
共
感
へ
昇
華
せ
ら
れ
て
い
る
。

様
々
の
伝
記
が
も
つ
様
々
の
意
義
の
何
れ
が
伝
記
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
か
の
問

題
は
、
結
局
、
伝
記
の
本
来
性
は
何
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
ご
ま
で
立
ち
入
ら
ず
、
た
だ
種
々
の
意
義
の
中
何
れ
が
伝
記
の
原
義
に
よ

り
ふ
さ
わ
し
い
か
を
み
る
に
止
め
る
。
伝
記
の
本
来
牲
と
原
義
と
は
深
い
関
係

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
伝
記
の
原
義
は
「
人
の
生
涯
を
記
す
（
篠
薄
讐
垢
面
ぎ
）
」
で
あ
る
と
い

，
つ
。

　
様
々
の
種
類
の
伝
記
が
持
つ
様
々
の
意
義
の
何
れ
が
伝
記
の
原
義
に
ふ
さ
わ

し
い
か
、
と
い
う
問
題
は
伝
記
を
書
く
様
々
の
目
的
の
何
れ
が
右
の
原
義
に
よ

り
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
い
ま
普
通
の
伝
記
に
限
っ
て
い
え
ば
、
歴
史
的
（
史
料
的
）
伝
記
は
主
人
公

の
人
よ
り
も
む
し
ろ
事
蹟
を
人
に
伝
え
る
為
に
、
或
い
は
時
代
精
神
の
典
型
を

人
に
示
す
為
に
書
か
れ
る
。
文
学
的
伝
記
は
主
人
公
の
人
を
問
題
に
す
る
が
、

主
人
公
に
人
間
の
一
類
型
又
は
人
間
一
般
の
性
格
や
弱
点
等
々
の
典
型
を
み
て
、

こ
れ
を
示
す
為
に
書
く
。
わ
れ
わ
れ
の
独
特
の
伝
記
は
、
人
間
学
的
に
抽
象
し

（
5
）

て
い
う
と
、
主
人
公
の
個
性
的
精
神
を
万
人
に
伝
え
る
為
に
書
く
。
こ
こ
で
も

主
人
公
は
個
性
的
精
神
の
典
型
と
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
然
し
、
独
特
の
伝
記
は
人
間
学
的
に
抽
象
さ
れ
た
場
舎
で
も
事
蹟
や
時
代
精

神
で
な
く
主
人
公
の
人
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
、
又
人
間
一
般
の
型
や
性
格

で
な
く
個
人
（
個
性
的
精
神
）
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
、
前
二
者

よ
σ
も
よ
り
原
義
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

伝
記
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
然
し
、
今
日
普
通
に
伝
記
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
は
、
歴
史
（
史
料
）
的
伝
記
と
文
学
的
伝
記
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ブ
リ
タ

ニ
カ
を
始
め
諸
国
の
百
科
辞
典
は
こ
の
二
種
の
伝
認
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

中
国
の
伝
（
記
）
で
も
、
わ
が
国
の
伝
記
で
も
史
料
的
、
文
学
的
又
は
教
訓
的

な
も
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
然
し
、
数
は
少
な
い
が
こ
の
他
に
も
独
特
の
意
義
を
も
っ
た
種
々
の
伝
記
が

あ
る
（
わ
れ
わ
れ
の
所
謂
独
特
の
伝
記
、
教
訓
的
伝
記
、
碕
人
伝
の
類
、
ブ
ル

ク
ハ
ル
ト
の
所
謂
「
名
誉
慾
に
基
づ
く
伝
記
」
1
く
α
Q
ド
9
甘
露
。
尊
霞
黛
∪
一
〇

凶
巳
血
目
緒
二
男
①
巳
弩
8
貯
剛
鍵
犀
。
昌
・
O
o
鈴
一
襲
琴
ぼ
。
零
。
爵
。
切
傷
国
。
。
・

H
O
ρ
ρ
悼
卜
。
◎
。
一
●
「
レ
ゲ
ン
ダ
」
当
α
q
ド
国
・
穿
呂
魚
β
田
巳
。
犀
ロ
ロ
σ
q
一
昌

集
o
O
鍵
魯
房
・
乱
鋒
§
鋒
ρ
坂
口
・
小
野
訳
一
四
五
一
一
四
六
頁
i

等
々
）
。
そ
れ
に
、
伝
記
に
認
め
ら
れ
る
意
義
に
は
時
代
に
よ
っ
て
も
変
遷
が

あ
っ
た
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
様
々
の
種
類
の
伝
記
と
、
そ
の
各
々
が
も
つ
様
々
の
意
義
に
つ
い
て

は
、
小
篇
の
続
篇
に
お
い
て
本
来
の
伝
記
を
考
察
す
る
際
に
併
せ
て
考
察
す
る
。

1
未
完
一
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