
「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

デ
カ
ダ
ン
ス

│
│
坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
と
資
本
主
義
の
爛
熟
│
│

福

岡

弘

彬

考
え
る
こ
と
、
抵
抗
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
も
の
い
わ
ぬ
子
ど
も
の
仕
事
で
な
く
て
い
っ

た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
思
考
と
は
何
よ
り
も
言
語
（
の
使
用
）
の
抵
抗
な
の
だ
か
ら
。

田
崎
英
明
「
思
考
の
在
り
処
⑴
」

一
、
敗
戦
後
の
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン

た
と
え
ば
そ
の
「
首
」
は
織
田
作
之
助
。
た
と
え
ば
そ
の
「
首
」
は
田
中
英
光
。
た
と
え
ば
そ
の
「
首
」
は
林
芙
美
子
。
い
ず
れ
も
、

敗
戦
後
の
出
版
が
活
況
を
呈
す
中
で
、
薬
物
を
用
い
な
が
ら
驚
異
的
な
量
の
仕
事
を
こ
な
し
、
多
忙
の
中
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
作
家

た
ち
で
あ
る
。
織
田
・
田
中
は
「
無
頼
派
」
と
後
に
呼
ば
れ
、
林
も
時
に
そ
の
周
辺
に
括
り
入
れ
ら
れ
る
。
彼
／
彼
女
ら
の
死
因
は
、
そ

の
奔
放
・
破
天
荒
に
し
て
「
無
頼
」
な
生
き
方
に
し
ば
し
ば
求
め
ら
れ
、
死
後
も
そ
の
「
首
」
は
様
々
に
回
顧
さ
れ
、
噂
さ
れ
、
ス
キ
ャ

ン
ダ
ラ
ス
に
消
費
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
果
た
し
て
、
放
蕩
無
頼
な
生
が
作
家
た
ち
を
死
に
至
ら
し
め
た
の
だ
ろ
う
か
？

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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敗
戦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
民
主
化
に
お
い
て
、
戦
時
の
出
版
統
制
は
一
先
ず
終
わ
り
を
告
げ
、
人
々
の
新
た
な
情
報
へ
の
渇
望
に

よ
っ
て
、
出
版
す
れ
ば
何
で
も
売
れ
る
と
い
う
状
況
が
出
現
し
た
と
い
う
。
敗
戦
後
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
聞
・
雑
誌
が
叢
生

し
、
同
時
に
読
者
の
消
費
へ
の
欲
望
が
拡
大
・
増
殖
す
る
、
空
前
の
出
版
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
⑵
。
そ
の
状
況
と
は
、
市
場
の
自
由
化
に
お

い
て
現
出
し
た
ど
さ
く
さ
紛
れ
の
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
到
来
で
あ
る
⑶
。
無
数
の
メ
デ
ィ
ア
に
作
家
た
ち
│
│
た
だ
し
戦
争
責
任
追

究
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
者
の
み
│
│
が
書
き
ま
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
を
め
ぐ
る
消
費
サ
イ
ク
ル
は
一
時
的
に
超
加
速
化
し

た
。
後
に
「
無
頼
派
」
と
称
さ
れ
る
者
た
ち
の
一
部
は
こ
の
と
き
、
昼
夜
問
わ
ず
書
き
続
け
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
を
多
用
し
て
中
毒
に

な
り
、
時
に
精
神
を
壊
し
な
が
ら
、
己
の
生
を
す
り
減
ら
し
、
切
り
売
り
し
た
。
そ
れ
は
、
身
体
の
み
で
な
く
精
神
も
労
働
力
と
し
て
四

六
時
中
捕
獲
さ
れ
、
か
つ
自
ら
の
「
無
頼
」
な
生
き
方
が
情
報‐

商
品
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
、
最
悪
の
生
政
治
⑷
の
到
来
だ
。
な

ら
ば
、
私
た
ち
は
マ
ー
ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
⑸
に
倣
っ
て
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
死
を
個
人
の
問
題
と
し
て
私
有
化
さ
せ
ず
、
加
速

し
た
出
版
資
本
主
義
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
結
果
と
し
て
、
す
な
わ
ち
生
政
治
が
破
壊
し
た
生
と
し
て
、「
無
頼
派
」
た
ち
の
最
期
を
捉

デ
カ
ダ
ン
ス

え
、
そ
の
「
首
」
を
物
語
化
し
て
遊
ぶ
こ
と
を
、
た
だ
ち
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
謂
わ
ば
資
本
主
義
の
爛
熟
に
お
い
て
、

人
々
の
飽
く
な
き
消
費
へ
の
欲
望
の
フ
ロ
ー
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
、
彼�

／
彼�

女�

ら�

は�

殺�

さ�

れ�

た�

の
だ
⑹
。

そ
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
一
九
五
五
年
ま
で
生
き
延
び
た
坂
口
安
吾
も
、
そ
の
「
首
」
の
一
つ
に
な
り
得
た
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
そ
の
も

の
だ
っ
た
。
特
に
一
九
四
八
〜
九
年
頃
、
彼
は
紛
れ
も
な
く
死
の
淵
に
い
た
。
薬
物
中
毒
に
な
り
、
錯
乱
し
、
東
大
病
院
神
経
科
に
入
院

し
た
安
吾
の
姿
は
、
度
々
報
道
さ
れ
て
い
る
⑺
。
さ
ら
に
彼
は
、
療
養
中
に
患
者
た
ち
の
「
生
態
」
を
「
観
察
」
し
た
と
の
た
ま
い
、
そ

の
経
験
か
ら
得
た
「
精
神
病
者
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
売
り
物
に
し
た
⑻
。
文
字
通
り
転
ん
で
も
た�

だ�

で�

は�

起�

き�

な�

い�

、
資
本
の
運
動
と

一
体
化
し
た
作
家
の
姿
が
確
認
で
き
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
精
神
病
」
と
診
断
さ
れ
た
己
の
状
況
を
積
極
的
に
商
品
化
し
た
⑼
。
い
や
、
そ
の
前
か
ら
、「
い
づ
こ

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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デ
カ
ダ
ン

へ
」（「
新
小
説
」
一
九
四
六
・
一
〇
）
に
始
ま
る
一
連
の
自
伝
的
作
品
に
お
い
て
、
敗
戦
後
の
出
版
ブ
ー
ム
の
中
で
自
ら
の
頽
廃
的
な
人
生

を
切
り
売
り
し
、
そ
の
「
首
」
を
メ
デ
ィ
ア
に
、
人
々
に
、
進
ん
で
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
⑽
。

一
九
四
六
年
、「
殺
到
す
る
注
文
を
こ
な
す
た
め
ヒ
ロ
ポ
ン
を
常
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
眠
る
た
め
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
多
量
に
摂

る
⑾
」
こ
と
を
始
め
た
頃
に
記
さ
れ
た
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
⑿
」
は
、
そ
う
し
た
情
勢
下
に
お
い
て
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
本
作
の

特
に
「
首
遊
び
」
の
場
面
に
お
い
て
表
出
し
て
い
る
の
は
、
市
場
を
奔
る
消
費
へ
の
欲
望
が
己
の
生
を
す
り
減
ら
す
フ
ロ
ー
の
た
だ
な
か

で
、
昼
も
夜
も
な
く
創
作
に
励
む
、
作
家
の
肌
感
覚
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。「
都
」
の
「
退
屈
」
と
「
キ
リ
が
な
い
」「
欲
望
」
が
行
き
着

く
、
終
わ
る
こ
と
の
な
い
無
限
の
「
享
楽
」
は
、「
女
」（「
首
」
を
用
い
た
物
語
の
制
作
者
、
且
つ
そ
れ
を
享
受
す
る
消
費
者
）
に
快
楽
を
も
た

ら
す
と
と
も
に
、
山
賊
（「
首
」
蒐
集
の
下
請
け
労
働
者
に
し
て
「
享
楽
」
の
生
産
者
）
の
生
を
摩
耗
さ
せ
、
錯
乱
に
追
い
込
む
。
こ
れ
は
当
時

の
、
そ
し
て
後
の
安
吾
の
生
を
想
起
さ
せ
る
事
態
で
あ
る
⒀
。

さ
ら
に
、
こ
の
無
限
の
「
享
楽
」
は
、
敗
戦
後
の
出
版
の
上
だ
け
で
な
く
、
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
「
病
的
」
な
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

の
系
譜
に
あ
る
こ
と
も
、
本
稿
で
は
示
し
た
い
。
た
だ
し
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
は
、
そ
う
し
た
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
無
限
の

「
享
楽
」
を
「
退
屈
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
否
認
し
、
如
上
の
生
政
治
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
も
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

作
品
の
言
葉
は
、
安
吾
の
生
が
回
収
さ
れ
が
ち
な
「
無
頼
派
」
的
（＝

頽
廃
的
・
破
天
荒
）
な
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
磁
場
か
ら
も
、「
病
的
」

な
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
系
譜
か
ら
も
、
距
離
を
作
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
だ
。
た
と
え
物
語
が
山
賊
の
錯
乱
に
終
わ
る
と
し
て
も
、
そ
の

デ
カ
ダ
ン
ス

「
退
屈
」
を
い
ま
・
こ
こ
で
読
む
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
私
た
ち
が
生
き
延
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
こ
そ
が
、
爛
熟
の
ピ
ー
ク
を
刻

み
続
け
て
い
る
の
だ
か
ら
。

ま
ず
は
、
作
品
を
読
解
し
な
が
ら
、
そ
の
語
り
の
特
徴
を
確
認
し
、
山
賊
の
思
考
の
何
が
ど
う
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
整
理

し
よ
う
。「

退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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二
、
野
蛮
な
山
賊

桜
の
花
が
咲
く
と
人
々
は
酒
を
ぶ
ら
さ
げ
た
り
団
子
を
た
べ
て
花
の
下
を
歩
い
て
絶
景
だ
の
春
ラ
ン
マ
ン
だ
の
と
浮
か
れ
て
陽
気
に
な
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
嘘
で
す
。
な
ぜ
嘘
か
と
申
し
ま
す
と
、
桜
の
花
の
下
へ
人
が
よ
り
集
つ
て
酔
つ
払
つ
て
ゲ
ロ
を
吐
い
て
喧
嘩
し
て
、
こ
れ
は
江
戸
時
代

か
ら
の
話
で
、
大
昔
は
桜
の
花
の
下
は
怖
し
い
と
思
つ
て
も
、
絶
景
だ
な
ど
ゝ
は
誰
も
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
頃
は
桜
の
花
の
下
と
い
へ
ば
人
間

が
よ
り
集
つ
て
酒
を
の
ん
で
喧
嘩
し
て
ゐ
ま
す
か
ら
陽
気
で
に
ぎ
や
か
だ
と
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
ま
す
が
、
桜
の
花
の
下
か
ら
人
間
を
取
り
去
る
と
怖
ろ

し
い
景
色
に
な
り
ま
す
の
で
、
能
に
も
、
さ
る
母
親
が
愛
児
を
人
さ
ら
ひ
に
さ
ら
は
れ
て
子
供
を
探
し
て
発
狂
し
て
桜
の
花
の
満
開
の
林
の
下
へ
来

か
ゝ
り
見
渡
す
花
び
ら
の
陰
に
子
供
の
幻
を
描
い
て
狂
ひ
死
し
て
花
び
ら
に
埋
ま
つ
て
し
ま
ふ
（
こ
の
と
こ
ろ
小
生
の
蛇
足
）
と
い
ふ
話
も
あ
り
、

桜
の
林
の
花
の
下
に
人
の
姿
が
な
け
れ
ば
怖
し
い
ば
か
り
で
す
。（
初
出
よ
り
引
用
、
２３３
頁
。
以
下
頁
数
の
み
記
す
）

本
作
は
、
日
本
的
「
美
」
の
代
名
詞
と
も
言
え
る
桜
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
嘘
」
と
述
べ
、
冒
頭
か
ら
そ
の
意
味
づ
け
を
転
倒
す
る
。
語
り

手＝

「
小
生
」
は
、「
能
」（＝

世
阿
弥
の
「
桜
川
」）
を
引
き
合
い
に
出
し
、
江
戸
時
代
以
前
の
桜
の
様
態
へ
と
遡
行
し
な
が
ら
、
そ
の
「
怖

ろ
し
」
さ
を
殊
更
に
強
調
す
る
。

日
本
の
伝
統
的
美
の
代
表
と
さ
れ
る
桜
を
「
怖
ろ
し
い
」
イ
メ
ー
ジ
に
反
転
さ
せ
る
近
代
文
学
作
品
を
、
だ
が
私
た
ち
は
既
に
知
っ
て

い
る
。
む
ろ
ん
梶
井
基
次
郎
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」（「
詩
と
詩
論
」
一
九
二
八
・
一
二
）
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
こ
の
二
作
品
の
類
似
性
は

指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
お
け
る
「
怖
ろ
し
」
さ
の
質
を
明
ら
め
る
た
め
に
、
要
点
を
比
し
て
示
そ
う
。

「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、「
桜
の
花
が
あ
ん
な
に
も
見
事
に
咲
く
」
こ
と
の
理
由
を
、「
桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
つ
て
ゐ
る
！
」

と
、
語
り
手＝

「
俺
」
の
興
奮
と
と
も
に
語
る
。「
俺
」
の
認
識
に
よ
れ
ば
、「
屍
体
」
か
ら
吸
い
上
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
桜
は

か
く
も
美
し
く
な
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
グ
ロ
テ
ス
ク
で
鮮
烈
だ
。

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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馬
の
や
う
な
屍
体
、
犬
猫
の
や
う
な
屍
体
、
そ
し
て
人
間
の
や
う
な
屍
体
、
屍
体
は
み
な
腐
爛
し
て
蛆
が
湧
き
、
堪
ら
な
く
臭
い
。
そ
れ
で
ゐ
て

水
晶
の
や
う
な
液
を
た
ら
た
ら
と
た
ら
し
て
ゐ
る
。
桜
の
根
は
貪
婪
な
蛸
の
や
う
に
、
そ
れ
を
抱
き
か
か
へ
、
い
そ
ぎ
ん
ち
や
く
の
食
糸
の
や
う
な

毛
根
を
聚
め
て
、
そ
の
液
体
を
吸
つ
て
ゐ
る
。

「
俺
」
が
行
う
の
は
、
目
の
前
の
「
生
」
け
る
美
し
い
桜
の
樹
の
根�

っ�

こ�

の
領
域＝

不
可
視
の
地
下
を
言
葉
に
よ
っ
て
切
り
開
く
こ
と

で
、
腐
乱
し
液
状
化
し
た
「
死
」
を
観
測
す
る
、
謂
わ
ば
解
剖
手
術
だ
。
こ
こ
で
は
、
原
型
を
留
め
な
い
「
屍
体
」
が
桜
の
根
に
吸
い
上

ア
モ
ル
フ

げ
ら
れ
、「
死
」
が
「
生
」
へ
と
越
境
・
浸
食
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
桜
の
樹
の
地
下
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
、
無
定
形

な
も
の
同
士
の
癒
着
│
│
私
た
ち
の
日
常
の
光
景‐

リ
ジ
ッ
ド
な
現
実
を
切
開
し
て
、
未
成
以
前
の
混
沌＝

カ
オ
ス
の
潜
在
を
想
像
す

る
、
優
れ
て
近
代
的
な
表
現
と
言
え
よ
う
。

だ
が
重
要
な
の
は
、「
桜
の
花
が
あ
ん
な
に
も
見
事
に
咲
く
な
ん
て
信
じ
ら
れ
」
ず
「
二
三
日
不
安
だ
つ
た
」「
俺
」
が
、
右
の
よ
う
に

そ
の
「
美
」
の
理
由
を
突
き
止
め
た
こ
と
で
、「
今
こ
そ
俺
は
、
あ
の
桜
の
樹
の
下
で
酒
宴
を
ひ
ら
い
て
ゐ
る
村
人
た
ち
と
同
じ
権
利
で
、

花
見
の
酒
が
呑
め
そ
う
な
気
が
す
る
」
と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。「
不
安
」
の
源
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
化
・
論
理
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
桜
へ
の
恐
怖
を
断
ち
切
る
こ
と
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
⒁
。

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
も
、「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
と
同
様
に
、
桜
の
恐
怖
を
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
似
て
非
な
る
の
は
、
本
作
の
主

人
公
・
山
賊
は
「
俺
」
と
違
い
、
言
葉
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
が
囚
わ
れ
て
い
る
桜
の
「
美
」
の

「
怖
ろ
し
」
さ
を
対
象
化
で
き
ず
、
論
理
的
に
説
明
で
き
な
い
野�

蛮�

な�

者�

と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
恐
怖
を
解
消
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
⒂
。
山
賊
は
、「
花
と
い
ふ
も
の
は
怖
し
い
も
の
だ
な
、
な
ん
だ
か
厭
な
も
の
だ
、
さ
う
い
ふ
風
に
腹
の
中
で
は
呟
」
き
、

花
の
下
で
は
「
花
び
ら
が
ぽ
そ
�
�
散
る
や
う
に
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん
だ
ん
衰
へ
て
行
く
や
う
に
思
は
れ
」、「
目
を
つ
ぶ
つ
て
何

「
退
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か
叫
ん
で
逃
げ
た
く
な
」
る
が
「
目
を
つ
ぶ
る
と
桜
の
木
に
ぶ
つ
か
る
の
で
目
を
つ
ぶ
る
わ
け
に
も
行
」
か
ず
「
一
さ
う
気
違
ひ
に
な

る
」（
以
上
２３４‐

２３５
頁
）。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
山
賊
の
恐
怖
は
は
じ
め
は
そ
こ
ま
で
切
迫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。「
山
賊
は
落
付
い
た
男
で
、
後
悔
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
な
い
男
」
な
の
で
、「
こ
れ
は
を
か
し
い
」
と
思
い
な
が
ら
も
「
今
年
は
考
へ

る
気
が
し
な
か
つ
た
」。「
来
年
、
花
が
さ
い
た
ら
、
そ
の
と
き
じ
つ
く
り
考
へ
よ
う
と
思
ひ
」
続
け
、「
も
う
十
何
年
も
た
」
っ
て
い
た

と
い
う
の
だ
（
以
上
２３５
頁
）。
単
線
的
な
時
間
と
は
異
な
る
、
ゆ
っ
く
り
と
未
分
化
に
繰
り
返
す
時
の
流
れ
の
中
で
培
わ
れ
た
、
野
蛮
な
彼

の
呑
気
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
一
変
さ
せ
て
し
ま
う
の
が
、「
都
」
か
ら
来
た
、
言
葉
の
力
を
操
る
「
女
」
で
あ
る
。

三
、
近
代
資
本
主
義
と
し
て
の
「
女
」

フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ー
ル

「
宿
命
の
女
」
と
し
て
造
型
さ
れ
た
「
女
」⒃
は
、
山
賊
が
生
き
る
無
時
間
的
に
反
復
す
る
時
を
分
節
し
、
過
去‐

現
在‐

未
来
と
い
う

時
間
軸
を
も
た
ら
す
。「
山
賊
は
こ
の
美
し
い
女
房
を
相
手
に
未
来
の
た
の
し
み
を
考
へ
て
、
と
け
る
や
う
な
幸
福
を
感
じ
」（
２３７
頁
）、

七
人
の
女
房
を
「
昔
の
女
房
」（
２３９
頁
）
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
「
女
」
は
「
お
前
は
私
の
亭
主
を
殺
し
た
く
せ
に
、
自
分
の
女
房
が

殺
せ
な
い
の
か
へ
。
お
前
は
そ
れ
で
も
私
を
女
房
に
す
る
つ
も
り
な
の
か
へ
」
と
責
め
、「
男
の
結
ば
れ
た
口
か
ら
呻
き
が
も
れ
」
た
果

て
に
、
山
賊
は
六
人
を
殺
し
て
し
ま
う
。
最
後
の
一
人
、「
い
ち
ば
ん
醜
」
い
「
ビ
ツ
コ
の
女
」
も
殺
そ
う
と
す
る
と
、「
女
」
は
「
女
中

に
使
ふ
」
か
ら
殺
す
な
と
言
う
。「
つ
い
で
だ
か
ら
、
や
つ
て
し
ま
ふ
よ
」「
バ
カ
だ
ね
。
私
が
殺
さ
な
い
で
お
く
れ
と
言
ふ
の
だ
よ
」

「
ア
ヽ
、
さ
う
か
。
ほ
ん
と
だ
」（
以
上
２３９‐

２４１
頁
）。
殺
す
こ
と
も
、
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
も
、「
女
」
の
言
葉
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
事

態
が
端
的
に
示
す
の
は
、「
女
」
の
言
葉
の
力
、
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
山
賊
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連

続
殺
人
の
後
、「
悪
夢
か
ら
さ
め
た
や
う
な
」
山
賊
の
以
下
の
た
ど
た
ど
し
い
思
考
は
、「
女
」
と
は
対
照
的
に
言
葉
を
扱
う
こ
と
の
ま
ま

な
ら
な
い
彼
の
在
り
方
を
明
確
に
表
し
て
い
る
。
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け
れ
ど
も
男
は
不
安
で
し
た
。
ど
う
い
ふ
不
安
だ
か
、
な
ぜ
、
不
安
だ
か
、
何
が
、
不
安
だ
か
、
彼
に
は
分
ら
ぬ
の
で
す
。
女
が
美
し
す
ぎ
て
、
彼

の
魂
が
そ
れ
に
吸
ひ
よ
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
胸
の
不
安
の
波
立
ち
を
さ
し
て
気
に
せ
ず
に
ゐ
ら
れ
た
だ
け
で
す
。
／
な
ん
だ
か
、
似
て
ゐ
る
や
う

だ
な
、
と
彼
は
思
ひ
ま
し
た
。
似
た
こ
と
が
、
い
つ
か
、
あ
つ
た
、
そ
れ
は
、
と
彼
は
考
へ
ま
し
た
。
ア
ヽ
、
さ
う
だ
、
あ
れ
だ
。
気
が
つ
く
と
彼

は
び
つ
く
り
し
ま
し
た
。
／
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
す
。
あ
の
下
を
通
る
時
に
似
て
ゐ
ま
し
た
。
ど
こ
が
、
何
が
、
ど
ん
な
風
に
似
て
ゐ
る
の
だ
か

分
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
何
か
、
似
て
ゐ
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
し
た
。
彼
に
は
い
つ
も
そ
れ
ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
し
か
分
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
先
は
分

ら
な
く
て
も
気
に
な
ら
ぬ
た
ち
の
男
で
し
た
。（
以
上
２４１
頁
）

「
女
」
と
対
す
る
と
「
不
安
」
だ
が
、「
ど
う
い
ふ
不
安
だ
か
、
な
ぜ
、
不
安
だ
か
、
何
が
、
不
安
だ
か
」
分
か
ら
な
い
。「
桜
の
森
」

と
「
女
」
は
「
な
ん
だ
か
、
似
て
ゐ
る
や
う
だ
」
が
、「
ど
こ
が
、
何
が
、
ど
ん
な
風
に
似
て
ゐ
る
の
だ
か
」
理
解
で
き
な
い
。「
け
れ
ど

も
、
何
か
、
似
て
ゐ
る
」
│
│
山
賊
の
言
葉
の
つ
ま
ず
き
を
、
語
り
手
は
丁
寧
に
跡
づ
け
る
。
そ
し
て
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
つ
ま

づ
き
こ
そ
が
、「
女
」
や
「
都
」
の
論
理
と
は
異
な
る
、
山
賊
の
言
葉
の
運
動
で
あ
る
。

「
い
つ
も
そ
れ
ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
し
か
分
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
先
は
分
ら
な
く
て
も
気
に
な
ら
ぬ
た
ち
」
と
さ
れ
る
呑
気
な
山
賊
の
性
質
は
、

だ
が
「
女
」
と
の
生
活
に
お
い
て
急
激
に
変
化
し
出
す
。
そ
れ
は
、「
都
」
の
生
活
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
旅
人
の
所
持
品
を
「
ま
き
あ
げ

る
」（
２４４
頁
）
山
賊
稼
業
に
よ
っ
て
生
活
を
し
て
い
た
⒄
彼
が
、「
女
」
の
「
言
葉
の
道
理
」＝

「
こ
の
生
活
、
こ
の
幸
福
に
足
り
な
い
も
の

が
あ
る
と
い
ふ
事
実
」（
２４３
頁
）
を
徐
々
に
知
り
、「
女
」
の
欠
乏
感
を
埋
め
る
た
め
に
モ
ノ
を
生
産
す
る＝

労
働
に
従
事
す
る
過
程
と
な

っ
て
い
る
。

男
は
山
の
木
を
切
り
だ
し
て
女
の
命
じ
る
も
の
を
作
り
ま
す
。
何
物
が
、
そ
し
て
何
用
に
つ
く
ら
れ
る
の
か
、
彼
自
身
そ
れ
を
作
り
つ
ゝ
あ
る
う

ち
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
し
た
。
そ
れ
は
胡
床
と
肱
掛
で
し
た
。
胡
床
は
つ
ま
り
椅
子
で
す
。
お
天
気
の
日
、
女
は
こ
れ
を
外
へ
出
さ
せ

「
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て
、
日
向
に
、
又
、
木
陰
に
、
腰
か
け
て
目
を
つ
ぶ
り
ま
す
。
部
屋
の
中
で
は
肱
掛
に
も
た
れ
て
物
思
ひ
に
ふ
け
る
や
う
な
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ

れ
を
見
る
男
の
目
に
は
す
べ
て
が
異
様
な
、
な
ま
め
か
し
く
、
な
や
ま
し
い
姿
に
外
な
ら
ぬ
の
で
し
た
。
魔
術
は
現
実
に
行
は
れ
て
を
り
、
彼
自
ら

が
そ
の
魔
術
の
助
手
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
行
は
れ
る
魔
術
の
結
果
に
常
に
訝
り
そ
し
て
嘆
賞
す
る
の
で
し
た
。（
２４５
頁
）

山
賊
は
、
女
の
「
命
じ
る
も
の
」
が
何
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
モ
ノ
を
作
る
。
自
ら
の
想
像
力
が
及
ば
な
い
モ
ノ
が
で
き
あ
が
る
ま
で
の
仕

組
み
は
、
山
賊
の
持
つ
語
彙
で
は
「
魔
術
」
と
し
か
言
い
表
せ
な
い
。
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
山
賊
は
モ
ノ
の

生
産
に
従
事
し
、
そ
の
生
産
結
果
が
「
女
」
を
「
異
様
な
、
な
ま
め
か
し
く
、
な
や
ま
し
い
姿
」
に
す
る
の
を
、「
訝
り
」「
嘆
賞
す

る
」。「
魔
術
」
の
全
容
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
も
、「
自
分
自
身
が
魔
術
の
一
つ
の
力
に
な
り
た
い
と
い
ふ
こ
と

が
男
の
願
ひ
」
に
な
る
（
同
）。

宮
澤
隆
義
「
法
と
構
想
力
│
│
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
論
」（『
坂
口
安
吾
の
未
来

危
機
の
時
代
と
文
学
』
二
〇
一
五
・
二
、
新
曜
社
）
が

述
べ
る
よ
う
に
、「
山
賊
は
「
魔
術
」
の
機
構
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
の
内
で
働
く
力
と
な
る
こ
と
を
欲
し
て
ゆ
く
」。
呑
気
で
自
由

気
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
た
山
賊
は
、「
女
」
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
労
働
力
と
し
て
捕
獲
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
急
激
に
知
覚
を
組
み
替

え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
あ
ま
り
に
も
多
い
。「
女
」
は
六
人
の
女
房
を
殺
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

夫
一
婦
制
的
規
範
を
も
た
ら
し
た
。
循
環
す
る
山
賊
の
時
間
を
分
節
し
た
。
山
賊
の
生
活
に
欠
如
が
あ
る
こ
と
を
知
覚
さ
せ
た
。
モ
ノ
を

生
産
す
る
労
働
へ
と
山
賊
を
駆
り
立
て
た
。
ま
た
、
山
賊
の
「
強
さ
の
自
覚
」（
２４７
頁
）
を
も
組
み
替
え
て
し
ま
う
。

「
俺
は
熊
も
猪
も
組
み
伏
せ
て
し
ま
ふ
の
だ
か
ら
な
」／「
お
前
が
本
当
に
強
い
男
な
ら
、
私
を
都
へ
連
れ
て
行
つ
て
お
く
れ
。
お
前
の
力
で
、
私
の

欲
し
い
物
、
都
の
粋
を
私
の
身
の
廻
り
へ
飾
つ
て
お
く
れ
。
そ
し
て
私
に
シ
ン
か
ら
楽
し
い
思
ひ
を
授
け
て
く
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
お
前
は

本
当
に
強
い
男
な
の
さ
」／「
わ
け
の
な
い
こ
と
だ
」／
男
は
都
へ
行
く
こ
と
に
心
を
き
め
ま
し
た
。（
２４７‐

２４８
頁
）
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山
賊
に
と
っ
て
「
強
さ
」
と
は
あ
く
ま
で
腕
っ
節
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、「
女
」
は
「
欲
し
い
物
、
都
の
粋
」
を
も
た
ら
す
者
こ

そ
が
「
強
い
男
」
と
言
う
。
外
で
「
労
働
」
す
る
の
が
男
、
家
で
「
消
費
」
す
る
の
が
女
と
い
う
、
家
父
長
制
の
分
業
体
制
に
お
け
る
男�

ら�

し�

さ�

を
め
ぐ
る
論
理
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
賊
は
「
都
へ
行
く
こ
と
に
心
を
き
め
」
る
。
そ
し
て
「
山
」
か
ら
離
れ

る
前
に
、
何
年
も
先
延
ば
し
に
し
て
い
た
の
を
「
今
年
こ
そ
、
彼
は
決
意
」
し
（
２４８
頁
）、
無
時
間
的
に
反
復
す
る
時
間
か
ら
訣
別
す
べ

く
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
を
訪
れ
る
│
│
。

歴
史
小
説
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
そ
の
寓
話
性
が
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
以
上
に
よ
っ
て
、「
都
」
の
「
女
」

が
近
代
資
本
主
義
そ
の
も
の
の
、
彼
女
の
言
葉
が
そ
の
論
理
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
も
た
な

い
野
蛮
な
山
賊
が
「
女
」
の
論
理
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
く
様
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
帝
国
主
義
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
地
表
が

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
力
学
に
覆
わ
れ
、
そ
の
下
で
強
制
的
に
文
化
を
教
導
・
訓
育
さ
れ
た
、
被
植
民
者
を
想
起
さ
せ
る
⒅
。
な
ら
ば
、
彼
の
急

激
な
変
化
は
、
拡
大
し
加
速
し
て
い
く
近
代
資
本
主
義
と
同
期
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

た
だ
し
作
品
は
、
山
賊
が
近
代
に
な
じ
み
き
ら
な
い
こ
と
を
見
逃
さ
ず
、
彼
の
言
葉
を
手
放
さ
な
い
。

女
は
苦
笑
し
ま
し
た
。
／
男
は
苦
笑
と
い
ふ
も
の
を
始
め
て
見
ま
し
た
。
そ
ん
な
意
地
の
悪
い
笑
ひ
を
彼
は
今
ま
で
知
ら
な
か
つ
た
の
で
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
を
彼
は
「
意
地
の
悪
い
」
と
い
ふ
風
に
は
判
断
せ
ず
に
、
刀
で
斬
つ
て
も
斬
れ
な
い
や
う
に
、
と
判
断
し
ま
し
た
。
そ
の
証
拠
に
は
、

苦
笑
は
彼
の
頭
に
ハ
ン
を
捺
し
た
や
う
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
刀
の
刃
の
や
う
に
思
ひ
だ
す
た
び
に
チ
ク
�
�
頭
を
き

り
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
が
そ
れ
を
斬
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
た
。（
２５０
頁
）

「
苦
笑
」
を
語
り
手
は
「
意
地
の
悪
い
」
と
述
べ
た
後
に
、
今
ま
で
そ
れ
を
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
山
賊
の
思
考
を
忠
実
に
な
ぞ
る
よ

う
に
「
刀
で
斬
つ
て
も
斬
れ
な
い
や
う
」「
チ
ク
�
�
頭
を
き
」
る
も
の
と
し
て
語
り
直
す
。
文
字
通
り
「
女
」
に
太
刀
打
ち
で
き
ず
、
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「
苦
笑
」
に
傷
つ
け
ら
れ
痛
苦
を
覚
え
る
山
賊
の
様
子
は
、
そ
れ
に
肉
迫
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
に
よ
っ
て
、
彼
の
身
体
的
な
言
語
に
よ

っ
て
象
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
都
」
に
場
所
を
移
す
こ
と
で
加
速
す
る
、
資
本
主
義
の
爛
熟
を
見
よ
う
。

四
、「
首
遊
び
」
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

「
都
」
に
帰
っ
た
「
女
」
の
「
欲
望
」
は
「
キ
リ
が
な
」
く
（
２５８
頁
）、
山
賊
に
着
物
や
宝
石
や
装
身
具
を
盗
ま
せ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

死
者
の
「
首
」
を
蒐
集
し
、
そ
れ
を
用
い
て
「
首
遊
び
」
に
興
じ
る
。

女
は
毎
日
首
遊
び
を
し
ま
し
た
。
首
は
家
来
を
つ
れ
て
散
歩
に
で
ま
す
。
首
の
家
族
へ
別
の
首
の
家
族
が
遊
び
に
来
ま
す
。
首
が
恋
を
し
ま
す
。

女
の
首
が
男
の
首
を
ふ
り
、
又
、
男
の
首
が
女
の
首
を
す
て
ゝ
女
の
首
を
泣
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。（
２５２
頁
）

「
坊
主
」「
老
僧
」「
娘
」「
貴
公
子
」
…
…
「
女
」
は
「
首
」
た
ち
の
生
前
を
踏
ま
え
て
各
々
に
役
を
配
し
、
ご
っ
こ
遊
び
に
耽
る
。

「
姫
君
」
と
「
大
納
言
」
の
「
二
人
の
首
は
酒
も
り
を
し
て
恋
に
た
わ
ぶ
れ
、
歯
の
骨
と
歯
の
骨
と
嚙
み
合
つ
て
カ
チ
�
�
鳴
り
、
く
さ

つ
た
肉
が
ペ
チ
ヤ
�
�
く
つ
つ
き
合
ひ
鼻
も
つ
ぶ
れ
目
の
玉
も
く
り
ぬ
け
て
ゐ
」
る
。
屍
肉
は
「
女
」
が
創
る
物
語
の
中
で
混
じ
り
あ

う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
女
」
自
身
も
、「
首
」
を
痛
め
つ
け
、
あ
る
い
は
「
頬
ず
り
し
て
甜
め
た
り
く
す
ぐ
つ
た
り
」、「
だ
き
し
め
て
自

分
の
お
乳
を
厚
い
唇
の
間
へ
押
し
こ
ん
で
シ
ヤ
ブ
ら
せ
た
り
」
す
る
。
腐
肉
と
戯
れ
、
遊
び
、「
よ
ろ
こ
ん
で
」「
首
」
を
い
じ
り
倒
し
、

そ
し
て
「
ぢ
き
に
あ
き
」
て
、
新
た
な
「
首
」
を
求
め
る
（
以
上
２５２‐
２５４
頁
）。

「
心
を
充
た
す
」
こ
と
な
く
（
２５１
頁
）
次
か
ら
次
へ
と
「
首
」
を
欲
す
る
「
女
」
の
過
剰
な
「
欲
望
」
は
、「
退
屈
」＝

穴
を
埋
め
た
い

と
い
う
、
消
費
社
会
の
モ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
や
は
り
彼
女
は
近
代
資
本
主
義
を
体
現
し
て
い
る
⒆
。
た
だ
し
、
そ
の
「
欲
望
」
の
質
は
、

「
山
」
に
居
た
と
き
よ
り
も
過
剰
化
し
て
い
る
。「
女
」
の
満
ち
足
り
る
こ
と
の
な
い
「
退
屈
」
の
フ
ロ
ー
は
、「
都
」
に
お
い
て
、
モ
ノ

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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の
み
な
ら
ず
、
猟
奇
的
に
も
死
首
を
「
享
楽
⒇
」
の
対
象
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
井
口
時
男
「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
と
「
夜
長
姫
と
耳
男
」」（「
ユ
リ
イ
カ
」
二
〇
〇
八
・
九
）
の
、「
死
を
享
楽

に
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
」「
女
」
が
「
爛
熟
し
頽
廃
し
た
文
化
の
化
身
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。
同
論
で

は
こ
れ
以
上
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
首
遊
び
」
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
爛
熟
」「
頽
廃
」＝

「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
問
題
系
で

あ
る
。
未
だ
研
究
史
に
お
い
て
、
井
口
論
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
考
究
は
な
い
が
、
こ
の
論
点
は
本
作
を
読
む
際
に
欠
か
せ
な
い
も

の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
近
代
を
考
え
る
た
め
の
通
時
的
／
共
時
的
な
様
々
な
問
題
を
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
が
描
い
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
作
品
が
そ
れ
ら
の
問
題
系
と
対
峙
し
て
い
た
こ
と
が
、「
首
遊
び
」
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
に
は
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
資
本
主
義
自
体
を
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
表
出
す
る
「
女
」
は
、「
都
」
に
お
い
て
そ
の
「
欲
望
」
を
ド
ラ
イ
ブ
さ
せ
る
。
そ
こ
か
ら

観
測
で
き
る
の
は
、
そ
の
概
念
が
移
入
さ
れ
て
以
来
警
戒
さ
れ
て
来
た
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
危
う
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
代
日
本
の

「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
観
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
マ
ッ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
頽
廃
21
』
は
、「
文
明
進
歩
の
影
響
」
が
著
し
い
「
世
紀
末
」
に

お
い
て
、
人
々
の
「
疲
労
が
生
み
出
せ
る
」「
世
紀
末
的
文
学
、
芸
術
」
が
「
病
的
」
な
「
徴
候
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
警
告
を
鳴
ら

し
た
。
そ
こ
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
ら
「
デ
カ
ダ
ン
」
が
社
会
病
理
学
的
見
地
か
ら
糾
弾
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
片
山
正
雄
（
孤
村
）
は
「
神
経
質
の
文
学
」（「
帝
国
文
学
」
一
九
〇
五
・
七
）
で
、「
紀
季
」＝

世
紀
末
と
い
う
「
過
渡
の

時
代
」
に
お
い
て
、「
物
質
的
、
経
済
的
進
歩
」
が
人
々
の
「
欲
望
」
を
掻
き
立
て
る
様
を
記
し
て
い
る
。「
生
存
競
争
」
が
ま
す
ま
す
激

し
く
な
り
、「
労
働
」
に
よ
っ
て
蓄
積
す
る
「
疲
労
」
を
「
忘
れ
し
む
る
や
う
な
刺
戟
や
興
奮
」
へ
の
「
欲
望
」
は
さ
ら
に
肥
大
す
る
│
│

そ
の
「
紀
季
」
に
生
じ
る
諸
変
化
を
、
片
山
は
「
時
代
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
病
」＝

「
神
経
質
」
と
位
置
付
け
、
ノ
ル
ダ
ウ
と
同
じ
く
治

療
す
べ
き
対
象
と
し
た
。

森
川
葵
村
「
情
調
芸
術
の
由
来
」（「
創
作
」
一
九
一
〇
・
四
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
来
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
と
は
「
ロ
ー
マ
帝

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

一
八
五



国
の
富
強
其
極
に
達
し
て
、
漸
々
下
り
坂
に
な
つ
て
来
た
処
」
の
諸
現
象
を
示
す
語
で
あ
り
、
そ
の
特
色
は
「
疲
労
、
衰
頽
」
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
。
文
明
の
ピ
ー
ク＝

爛
熟
期
に
お
い
て
、「
耽
美
的
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
」
と
な
っ
た
人
々
の
「
趣
味
は
頗
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ツ
ク
」

で
、「
強
い
刺
激
を
刺
激
を
と
索
め
」「
神
経
は
過
度
に
、
又
異
常
に
鋭
敏
に
な
」
り
、「
通
常
人
の
醜
と
す
る
所
に
美
を
認
め
」
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
文
明
の
「
爛
熟
」
と
「
刺
戟
」
へ
の
「
欲
望
」
の
関
係
を
説
く
言
説
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。「
疲
労
し
た
」「
デ

カ
ダ
ン
派
（D

ecadents
）」
の
「
神
経
」
は
、「
あ
た
り
ま
へ
の
享
楽
を
享
楽
と
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
つ
て
、
た
ゞ
強
烈
な
る
刺
戟

を
、
強
烈
な
る
刺
戟
を
と
の
み
求
め
」
だ
す
（
生
田
長
江
「
自
然
主
義
論
」、「
趣
味
」
一
九
〇
八
・
三
）。「
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
刺
激
に
神
経
は

爛
れ
尽
し
、
ど
う
も
斯
う
も
仕
様
が
な
く
な
つ
て
、
阿
片
か
ア
ブ
サ
ン
で
な
け
れ
ば
、
日
も
夜
も
明
け
ぬ
爛
熟
期
に
来
な
け
れ
ば
、
真
の

デ
カ
ダ
ン
は
生
ま
れ
て
来
ぬ
」（
松
原
至
文
「
文
明
の
爛
熟
と
デ
カ
ダ
ン
」、「
新
潮
」
一
九
〇
九
・
四
）。
そ
の
果
て
に
、
西
洋
の
「
世
紀
末
」
に

お
い
て
「
刺
戟
」
に
満
ち
た
「
病
的
」
な
も
の
が
「
享
楽
」
と
し
て
見
出
さ
れ
、
そ
れ
を
作
品
化
し
た
の
が
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
『
さ
か
し

ま
』（
一
八
八
四
）
や
ワ
イ
ル
ド
『
サ
ロ
メ
』（
一
八
九
三
）
な
ど
と
さ
れ
た
22
。
だ
が
、
遅
れ
た
近
代
化
を
辿
る
日
本
に
お
い
て
は
、
岩
野

泡
鳴
や
谷
崎
潤
一
郎
を
先
駆
者
と
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
病
的
」
な
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
は
一
九
世
紀
末
で
は
な
く
二
〇
世
紀
に
お
い
て

キ
ユ
ー
リ
オ
ス
テ
イ
ハ
ン
テ
ン
グ

発
露
し
た
。
特
に
、「
病
的
」
な
「
享
楽
」
は
「
大
正
デ
カ
ダ
ン
ス
」
か
ら
「
変
格
探
偵
小
説
」
の
「
猟
奇
耽
異
」
へ
と
系
譜
さ
れ
る

形
で
展
開
し
て
い
る
23
。

こ
れ
ま
で
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
は
ワ
イ
ル
ド
『
サ
ロ
メ
』
や
谷
崎
『
武
州
公
秘
話
』（「
新
青
年
」
一
九
三
一
・
一
〇
〜
一
九
三
二
・

一
一
）
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
が
言
及
さ
れ
て
き
た
24
が
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
作
に
表
れ
出
た
問
題
系
を
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

の
語
に
よ
っ
て
串
刺
し
に
し
つ
つ
、
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
女
」
の
「
首
遊
び
」
と
は
、
文
明
の
爛
熟
期
に
お

い
て
発
露
す
る
と
さ
れ
る
、「
強
烈
な
る
刺
戟
」
へ
の
欲
望
の
最
果
て
で
あ
る
。「
阿
片
か
ア
ブ
サ
ン
で
な
け
れ
ば
、
日
も
夜
も
明
け
ぬ
爛

熟
期
」
を
表
す
如
く
、「
女
」
は
夜
毎
「
頗
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ツ
ク
」
な
「
趣
味
」
に
耽
る
。
そ
れ
は
さ
な
が
ら
、
一
九
世
紀
末
芸
術

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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『
サ
ロ
メ
』
に
お
け
る
、
予
言
者
ヨ
カ
ナ
ー
ン
の
首
に
口
づ
け
す
る
王
女
サ
ロ
メ
の
よ
う
に
。
あ
る
い
は
、
西
洋
世
紀
末
芸
術
の
「
病
的
」

「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
を
正
し
く
継
承
し
た
、『
武
州
公
秘
話
』
の
よ
う
に
25
。
ま
た
、「
部
屋
の
四
方
の
衝
立
に
仕
切
ら
れ
」「
並
べ
ら
れ
」

「
つ
る
さ
れ
」
た
「
首
」
の
一
つ
一
つ
を
、「
毛
が
ぬ
け
、
肉
が
く
さ
り
、
白
骨
に
な
つ
て
も
、
ど
こ
の
た
れ
と
い
ふ
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
」

コ
レ
ク
タ
ー

る
（
２５１‐

２５２
頁
）
蒐
集
家＝

「
女
」
は
さ
な
が
ら
、
自
ら
の
部
屋
を
「
頗
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ツ
ク
」
な
「
趣
味
」
に
よ
っ
て
囲
繞
し
人
工
楽

園
化
し
た
『
さ
か
し
ま
』
の
デ
・
ゼ
ッ
サ
ン
ト
の
よ
う
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
首
遊
び
」
が
、「
変
格
探
偵
小
説
」
の
系
譜
と
連
な
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
。
先
述
の
よ
う
に
、
消
費
社
会
は

「
退
屈
」
を
埋
め
ん
と
す
る
欲
望
を
モ
ー
タ
ー
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
の
近
代
が
消
費
社
会
化
を
加
速
さ
せ
て
い
く
と
き
に
も
観
測

さ
れ
た
26
の
だ
が
、
特
に
こ
こ
で
は
、
江
戸
川
乱
歩
作
品
の
多
く
の
人
物
た
ち
が
「
退
屈
」
に
憑
き
纏
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ

う
27
。「
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
が
、
も
う
�
�
退
屈
で
�
�
仕
様
が
な
い
の
で
す
」（「
赤
い
部
屋
」、「
新
青
年
」
一
九
二
五
・
四
）。「
彼
は

余
り
に
も
退
屈
屋
で
且
つ
猟
奇
者
で
あ
り
過
ぎ
た
」（『
猟
奇
の
果
』、「
文
芸
倶
楽
部
」
一
九
三
〇
・
一
〜
一
二
）。
爛
熟
期
に
お
け
る
強
烈
な

「
刺
戟
」
を
求
め
る
心
性
は
、
一
時
的
な
快
楽
と
同
時
に
、
新
た
な
「
刺
戟
」
へ
の
欲
望
を
生
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
刺
戟
」
は
同
時

に
「
退
屈
」
を
生
み
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
退
屈
」
を
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
欲
望‐

刺
戟‐

快
楽‐

欲
望
…
…
と
い
う
循
環
・

キ
ユ
ー
リ
オ
ス
テ
イ
ハ
ン
テ
ン
グ

深
化
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
、「
神
経
衰
弱
的
直
感
の
病
的
敏
感
」
に
よ
る
「
猟
奇
耽
異
の
果
実
」（
佐
藤
春
夫
「
探
偵
小
説
小
論
」、「
新
青

年
」
一
九
二
四
・
八
（
夏
期
増
刊
号
））
と
し
て
「
変
格
探
偵
小
説
」
を
展
開
さ
せ
て
き
た
28
。
平
林
初
之
輔
「
江
戸
川
乱
歩
」（「
新
潮
」
一
九

三
〇
・
一
）
が
乱
歩
の
特
徴
と
し
て
「
頽
廃
的
な
も
の
、
病
的
な
も
の
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
」
を
抽
出
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
作
品

は
、
幾
多
の
「
病
的
」
で
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
な
死
を
虚
構
化
し
、
読
者
の
「
退
屈
」
を
紛
ら
わ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
悪
夢
」
の
よ
う
な
「
女
房
」
連
続
殺
人
か
ら
始
ま
り
、
最
後
に
は
「
女
」
が
「
鬼
」
へ
と
変
貌
し
、
山
賊
に
よ
る
「
女
」
の
絞
殺
の

果
て
に
「
花
び
ら
と
、
冷
め
た
い
虚
空
」（
２６９
頁
）
を
残
し
て
全
て
が
消
え
て
し
ま
う
幻
想
譚＝

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、「
変
格
探

「
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偵
小
説
」
の
一
つ
に
数
え
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
谷
口
基
「「
変
格
探
偵
小
説
」
と
は
何
か
」（『
変
格
探
偵
小
説
入
門
│
│
奇
想
の
遺

産
』
二
〇
一
三
・
九
、
岩
波
書
店
）
は
「
変
格
探
偵
小
説
」
の
ジ
ャ
ン
ル
的
特
徴
と
し
て
「〈
非
合
理
の
合
理
主
義
〉＝

〈
非
論
理
の
論
理
〉」

を
導
出
す
る
が
、
こ
れ
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
プ
ロ
ッ
ト
を
貫
く
原
理
で
も
あ
る
。
ま
た
、
浅
子
逸
男
「「
桜
の
森
の
満
開
の

下
」」（『
坂
口
安
吾
私
論
│
虚
空
に
舞
う
花
│
』
一
九
八
五
・
五
、
有
精
堂
出
版
）
は
「
飽
く
こ
と
な
く
首
遊
び
に
興
じ
る
女
の
行
為
は
、
明
ら

ネ
ク
ロ
フ
イ
リ
ア

か
に
死
屍
愛
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
こ
の
点
か
ら
観
れ
ば
、「
変
格
探
偵
小
説
」
が
「
病
的
性
欲
」＝

「
変
態
心
理
」
を
描
く
こ
と
に
熱
情

を
傾
け
た
（
谷
口
前
掲
書
を
参
照
）
こ
と
と
も
作
品
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
何
よ
り
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
「
首
遊
び
」
の
描
写
が
江
戸
川
乱

歩
作
品
に
登
場
し
た
と
し
て
も
、
何
の
遜
色
も
な
い
だ
ろ
う
。
死
首
に
戯
れ
な
が
ら
物
語
を
創
作
す
る
「
女
」
は
、「
変
格
探
偵
小
説
」

の
作
者
の
欲
望
を
、
そ
し
て
「
首
」
を
「
よ
ろ
こ
ん
で
」
は
「
あ
き
」
て
次
々
に
求
め
る
「
女
」
は
、
そ
れ
ら
の
読
者
の
欲
望
を
、
代
行

し
て
い
る
。
死
を
「
享
楽
」
の
対
象
と
す
る
消
費
社
会
的
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
発
露
し
て
き
た

の
で
あ
り
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
確
実
に
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
29
。

以
上
の
よ
う
に
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
「
首
遊
び
」
に
は
、
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
「
爛
熟
」
と
「
頽
廃
」
が
ア
レ
ゴ
リ
カ

ル
に
表
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、
共
時
的
な
戦
後
の
出
版
資
本
主
義
の
問
題
と
も
交

錯
し
て
い
る
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
退
屈
」
を
埋
め
よ
う
と
す
る
欲
望
が
死
を
情
報
化
し
て
「
享
楽
」
の
対
象
と
す
る
力
学

レ
イ
ト
モ
ダ
ン

は
、
二
〇
世
紀
末
を
ま
た
ぎ
、
い
ま
・
こ
こ
で
も
ス
パ
イ
ラ
ル
を
継
続
さ
せ
て
い
る
。「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」は
、
終
わ
ら
な
い
後
期
近
代

の
「
悪
夢
」
を
生
き
る
私
た
ち
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
を
、
今
以
て
表
現
し
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
30
。

こ
こ
に
お
い
て
、
言
葉
を
う
ま
く
扱
え
な
い
山
賊
の
思
考
を
精
緻
に
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
拙
い
言
葉
を

手
繰
り
寄
せ
な
が
ら
、「
女
の
欲
望
に
キ
リ
が
な
い
」
こ
と
自
体
に
「
退
屈
」
と
述
べ
る
（
２５８
頁
）
の
だ
か
ら
。
た
と
え
作
品
が
、
最
後

に
は
全
て
を
放
棄
し
た
か
の
よ
う
に
彼
／
彼
女
を
消
し
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
山
賊
が
思
考
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
、「
悪
夢
」
の
よ
う
な

「
退
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「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
か
ら
の
離
脱
の
契
機
が
あ
る
は
ず
だ
。

五
、「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

「
首
遊
び
」
に
つ
い
て
の
執
拗
な
描
写
の
後
、「
都
を
嫌
」
う
山
賊
の
思
い
が
語
ら
れ
る
。

男
は
都
を
嫌
ひ
ま
し
た
。﹇
…
﹈
白
昼
は
刀
を
さ
す
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。
市
へ
買
物
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
白
首
の
ゐ
る
居
酒
屋

で
酒
を
の
ん
で
も
金
を
払
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
市
の
商
人
は
彼
を
な
ぶ
り
ま
し
た
。
野
菜
を
つ
ん
で
売
り
に
く
る
田
舎
女
も
子
供
ま
で
な
ぶ
り
ま

し
た
。
白
首
も
彼
を
笑
ひ
ま
し
た
。
都
で
は
貴
族
は
牛
車
で
道
の
ま
ん
な
か
を
通
り
ま
す
。
水
干
を
き
た
跣
足
の
家
来
は
た
い
が
い
ふ
る
ま
ひ
酒
に

顔
を
赤
く
し
て
威
張
り
ち
ら
し
て
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。
彼
は
マ
ヌ
ケ
だ
の
バ
カ
だ
の
ノ
ロ
マ
だ
の
と
市
で
も
路
上
で
も
お
寺
の
庭
で
も
怒
鳴
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
う
そ
れ
ぐ
ら
ゐ
の
こ
と
に
は
腹
が
立
た
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。（
２５５‐

２５６
頁
）

宮
澤
隆
義
「
法
と
構
想
力
」（
前
掲
）
は
「
都
」
を
「
断
片
と
し
て
生
産
さ
れ
た
人
や
物
が
集
め
ら
れ
流
通
す
る
よ
う
形
成
さ
れ
」

「「
魔
術
」
的
な
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
」
た
「
場
」
と
す
る
。
右
の
引
用
部
が
示
す
の
は
、
ま
さ
に
「
市
」
が
「
白
首
」

「
居
酒
屋
」「
商
人
」
ら
の
分
業
体
制＝

「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の
「
市
」
に
お
い
て
、

山
賊
は
「
山
」
で
稼
業
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
「
刀
」
を
封
じ
ら
れ
、「
マ
ヌ
ケ
」「
バ
カ
」「
ノ
ロ
マ
」
と
「
田
舎
女�

」「
子�

供�

」
に
罵
ら

れ
る
。「
都
」
で
求
め
ら
れ
る
男�

ら�

し�

さ�

を
持
ち
得
ず
、
そ
こ
に
居
る
だ
け
で
「
な
ぶ
」
ら
れ
「
笑
」
わ
れ
る
野
蛮
な
山
賊
は
、「
都
」
の

分
業
体
制
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
無
能
な
者
と
し
て
在
る
。
彼
は
、「
人
間
が
う
る
さ
い
」、「
ひ
が
ん
だ
り
嫉
ん
だ
り
す
ね
た
り
考
へ
た

り
す
る
こ
と
が
嫌
ひ
」
と
い
う
（
２５６
頁
）。
人
間
同
士
が
己
の
能
力
を
比
べ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
ひ
が
」
み
や
「
嫉
」
み
を

「
嫌
」
い
、
人
々
の
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
「
う
る
さ
」
が
る
彼
は
、
有
能
さ
を
競
い
合
う
こ
と
で
駆
動
す
る
「
都
」
の
論
理
か
ら
弾
き
出

「
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さ
れ
る
。
無
能
さ
の
所
以
で
あ
る
。

宮
崎
真
素
美
「
一
九
四
七
年
の
思
惟
│
│
「
荒
地
」・「
肉
体
」・「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
│
│
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
一
六
・
九
）

は
、「
女
」
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
知
覚
が
組
み
変
わ
り
始
め
た
山
賊
を
、「〈
考
へ
る
〉
人
へ
と
変
化
す
る
」
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

ま
た
、
宮
澤
「
法
と
構
想
力
」（
前
掲
）
は
、「
女
」
が
言
葉
に
よ
っ
て
行
使
す
る
「
魔
術
」
か
ら
、
山
賊
は
「
考
へ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
脱
却
し
よ
う
と
す
る
」
と
し
た
。
だ
が
、
二
〜
三
節
で
見
た
よ
う
に
、
彼
は
言
葉
か
ら
疎
外
さ
れ
る
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
確
認

し
た
よ
う
に
、「
都
」
に
来
て
変
化
し
た
山
賊
は
、
あ
く
ま
で
無
能
な
者
だ
。
な
ら
ば
、
山
賊
は
、
ど
の
よ
う
に
「
考
へ
」
ら
れ
る
と
言

う
の
か
？

そ
う
問
う
と
き
、「
ビ
ツ
コ
の
女
」
と
の
次
の
や
り
と
り
は
重
要
で
あ
る
。

「
都
は
退
屈
な
と
こ
ろ
だ
な
ア
」
と
彼
は
ビ
ツ
コ
の
女
に
言
ひ
ま
し
た
。﹇
…
﹈／「
都
で
は
お
喋
り
が
で
き
る
か
ら
退
屈
し
な
い
よ
。
私
は
山
は
退
屈

で
嫌
ひ
さ
」／「
お
前
は
お
喋
り
が
退
屈
で
な
い
の
か
」／「
あ
た
り
ま
へ
さ
。
誰
だ
つ
て
喋
つ
て
ゐ
れ
ば
退
屈
し
な
い
も
の
だ
よ
」／「
俺
は
喋
れ
ば
喋

る
ほ
ど
退
屈
す
る
の
に
な
あ
」／「
お
前
は
喋
ら
な
い
か
ら
退
屈
な
の
さ
」／「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
喋
る
と
退
屈
す
る
か
ら
喋
ら
な
い
の

だ
」／「
で
も
喋
つ
て
ご
ら
ん
よ
。
き
つ
と
退
屈
を
忘
れ
る
か
ら
」／「
何
を
」／「
何
で
も
喋
り
た
い
こ
と
を
さ
」／「
喋
り
た
い
こ
と
な
ん
か
あ
る
も
の

か
」／
男
は
い
ま
い
ま
し
が
つ
て
ア
ク
ビ
を
し
ま
し
た
。（
２５６‐
２５７
頁
）

「
ビ
ツ
コ
の
女
」
と
の
立
場
は
い
つ
の
間
に
か
逆
転
し
、
山
賊
は
「
お
前
」
と
呼
ば
れ
、「
都
」
の
「
あ
た
り
ま
へ
」
を
説
き
付
さ
れ

る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
流
ち
ょ
う
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
彼
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
を
欠
如
し
た
、
言
い
負
か
さ
れ
る
者

と
し
て
在
る
。
だ
が
、
山
賊
が
右
の
場
面
で
行
う
身
振
り
こ
そ
が
、
自�

ら�

「
退�

屈�

」
と�

い�

う�

と�

こ�

ろ�

の�

当�

の�

「
お�

喋�

り�

」
で
あ
る
こ
と
を

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。「
喋
る
と
退
屈
す
る
か
ら
喋
」
り
た
く
な
い
し
、「
喋
り
た
い
こ
と
な
ん
か
」
な
い
。
さ
り
と
て
、
こ
の
ど
う

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
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し
よ
う
も
な
い
「
退
屈
」
を
何
と
か
す
る
た
め
に
は
、
言
葉
を
使
っ
て
「
喋
ら
な
い
」
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
ん
な
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
の

た
だ
な
か
で
身
を
よ
じ
る
よ
う
に
、
山
賊
は
言
葉
を
用
い
る
こ
と
の
不
可
能
性
か
ら
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
山
賊
の
辿
々
し

い
「
喋
」
り
に
表
出
し
て
い
る
の
は
、「
都
」
に
お
け
る
「
退
屈
」＝

穴
を
埋
め
る
た
め
の
「
刺
戟
」
を
求
め
る
「
お
喋
り
」
と
は
異
な
る

実
践
で
あ
り
、「
喋�

」
り�

な�

が�

ら�

「
お�

喋�

り�

」
と�

は�

別�

の�

言�

葉�

を�

探�

そ�

う�

と�

す�

る�

、
模
索
の
言
語
行
為
だ
。

「
喋
り
た
い
こ
と
な
ん
か
あ
る
も
の
か
」。
そ
う
述
べ
て
「
ア
ク
ビ
」
し
会
話
を
途
絶
す
る
山
賊
が
、
も
し
宮
崎
や
宮
澤
の
謂
う
よ
う

に
、
そ
れ
で
も
「
考
へ
」
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
山
賊
は
「
都
」
の
「
お
喋
り
」（＝

「
退
屈
」
を
埋
め
る
た
め
の
一
時
的
な
「
刺
戟
」
へ
の

耽
溺
）
と
は
異
な
る
回
路
に
よ
る
言
葉
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
見
、「
女
」
に
よ
っ
て
教
導
さ
れ
た
「
都
」

の
言
葉
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、「
都
」
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
フ
ロ
ー
を
成
立
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
別
の
、
己
の
無
能
さ
を

基
盤
に
し
た
言
語
だ
。
野
蛮
で
、「
マ
ヌ
ケ
」「
バ
カ
」「
ノ
ロ
マ
」
で
、
あ
ら
ゆ
る
者
か
ら
罵
ら
れ
、「
子
供
」
よ
り
も
子
供
な
、
圧
倒
的

に
無
能
な
、
身
体
的
言
語
に
よ
る
思
考
│
│
。

分
業
体
制
の
中
に
い
る
「
人
間
ど
も
」
や
、「
都
」
そ
の
も
の
や
、「
退
屈
」
を
埋
め
よ
う
と
す
る
「
お
喋
り
」
に
対
し
て
、
山
賊
が
用

い
る
「
退
屈
」。
こ
の
言
葉
を
、「
キ
リ
が
な
い
」「
欲
望
」
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
「
無
限
大
の
退
屈
31
」
な
ど
と
処
し
て
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
、
己
の
肌
感
覚
に
よ
っ
て
「
女
の
欲
望
」
を
対
象
化
し
、
有
限
で
無
能
な
自
己
を
基
に
山
賊
が
「
考
へ
」
る
こ
と
で
手

繰
り
寄
せ
た
、
エ
コ
ノ
ミ
ー
や
労
働
に
抗
す
る
言
葉
と
し
て
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ど
も
彼
は
女
の
欲
望
に
キ
リ
が
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
に
も
退
屈
し
て
ゐ
た
の
で
し
た
。
女
の
欲
望
は
、
い
は
ゞ
常
に
キ
リ
も
な
く
空
を
直

線
に
飛
び
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
鳥
の
や
う
な
も
の
で
し
た
。
休
む
ひ
ま
な
く
常
に
直
線
に
飛
び
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
の
鳥
は
疲
れ
ま
せ
ん
。
常
に

爽
快
に
風
を
き
り
、
ス
イ
�
�
と
小
気
味
よ
く
無
限
に
飛
び
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
／
け
れ
ど
も
彼
は
た
ゞ
の
鳥
で
し
た
。
枝
か
ら
枝
を
飛
び

廻
り
、
た
ま
に
谷
を
渉
る
ぐ
ら
ゐ
が
せ
ゐ
ぜ
ゐ
で
、
枝
に
と
ま
つ
て
う
た
ゝ
ね
し
て
ゐ
る
梟
に
も
似
て
ゐ
ま
し
た
。
彼
は
敏
捷
で
し
た
。
全
身
が
よ
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く
動
き
、
よ
く
歩
き
、
動
作
は
生
き
�
�
し
て
ゐ
ま
し
た
。
彼
の
心
は
然
し
尻
の
重
た
い
鳥
な
の
で
し
た
。
彼
は
無
限
に
直
線
に
飛
ぶ
こ
と
な
ど
は

思
ひ
も
よ
ら
な
い
の
で
す
。（
２５８
頁
）

「
キ
リ
が
な
い
」「
女
の
欲
望
」
こ
そ
が
、「
都
」
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
「
享
楽
」
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
「
欲
望
」
を
、
山
賊
は
「
無
限
に
」「
直
線
に
飛
び
つ
ゞ
け
」
る
「
鳥
」
と
譬
え
る
。
そ
し
て
彼
は
自
ら
も
「
よ
く
動
」
く
快
活
な

身
体
を
持
つ
「
鳥
」
と
し
な
が
ら
、「
心
は
然
し
尻
の
重
た
い
」
者
と
す
る
。
な
ら
ば
、「
退
屈
」
が
駆
動
す
る
「
無
限
」
の
サ
イ
ク
ル
に

乗
れ
ず
、
地
表
に
し
か
と
ど
ま
れ
な
い
有
限
で
無
能
な
「
鳥
」
の
言
葉
が
、「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」
だ
。
だ
か
ら
こ
の
山
賊
の
「
退
屈
」

は
「
無
限
大
」（＝

ロ
マ
ン
主
義
的
）
な
も
の
で
も
、
あ
る
い
は
「
無
限
」
で
底
な
し
の
循
環
（「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」、
へ
の
「
退
屈
」、
へ
の

…
…
（＝

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
ロ
ニ
ー
））
を
志
向
す
る
も
の
で
も
な
い
。「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」、
そ
の
後
者
は
前
者
と
同
じ
言
葉
で
あ

り
な
が
ら
、「
都
」
の
欲
望‐

刺
戟‐
快
楽
の
サ
イ
ク
ル
を
、「
キ
リ
が
な
い
」
無
限
の
「
享
楽
」
を
、
断
ち
切
ら
ん
と
す
る
特
異
点
で
あ

る
。こ

の
「
退
屈
」
と
い
う
言
葉
は
、「
都
」
に
絡
め
取
ら
れ
た
山
賊
が
、
自
ら
の
身
体
に
基
づ
い
て
練
り
上
げ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
彼
は

「
都
」
に
お
い
て
、
昼
は
「
な
ぶ
」
ら
れ
「
笑
」
わ
れ
る
、
夜
は
「
女
」
の
言
い
な
り
に
「
首
」
蒐
集
に
従
事
す
る
、
と
い
う
形
で
、
四

六
時
中
労
働
力
を
見
定
め
ら
れ
、
捕
獲
さ
れ
て
い
た
。
己
の
無
能
さ
に
直
面
す
る
た
だ
な
か
で
、「
都
」
の
論
理
に
苦
し
め
ら
れ
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
山
賊
は
「
考
へ
」
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
夜
の
労
働
で
あ
る
「
人
を
殺
す
こ
と
」＝

「
首
」
集
め
│
│
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

の
「
享
楽
」
の
下
請
け
生
産
者
と
な
る
こ
と
│
│
に
「
退
屈
」
を
述
べ
（
２５７
頁
）、「
白
拍
子
の
首
を
持
つ
て
き
て
お
く
れ
」
と
指
示
す
る

「
女
」
に
、「
キ
リ
が
な
い
か
ら
厭
」
だ
と
は
っ
き
り
言
い
渡
す
の
で
あ
る
（
２５９‐

２６０
頁
）。
そ
れ
は
、「
山
」
で
「
女
」
の
「
魔
術
の
一
つ

の
力
に
な
り
た
」
が
っ
て
い
た
は
ず
の
山
賊
に
よ
る
、「
労
働
の
拒
否
32
」
で
あ
り
、
生
と
言
語
を
め
ぐ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
だ
。
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「
俺
は
厭
だ
よ
」／
女
は
び
つ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
げ
く
に
笑
ひ
だ
し
ま
し
た
。
／「
お
や
�
�
。
お
前
も
臆
病
風
に
吹
か
れ
た
の
。
お
前
も

た
ゞ
の
弱
虫
ね
」／「
そ
ん
な
弱
虫
ぢ
や
な
い
の
だ
」／「
ぢ
や
、
何
さ
」／「
キ
リ
が
な
い
か
ら
厭
に
な
つ
た
の
さ
」／「
あ
ら
、
を
か
し
い
ね
。
な
ん
で

も
キ
リ
が
な
い
も
の
よ
。
毎
日
々
々
ご
は
ん
を
食
べ
て
、
キ
リ
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
。
毎
日
々
々
ね
む
つ
て
、
キ
リ
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
」／「
そ
れ

と
違
ふ
の
だ
」／「
ど
ん
な
風
に
違
ふ
の
よ
」／
男
は
返
事
に
つ
ま
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
違
ふ
と
思
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
で
言
ひ
く
る
め
ら
れ
る
苦
し

さ
を
逃
れ
て
外
へ
出
ま
し
た
。﹇
…
﹈／
彼
は
な
ぜ
、
ど
ん
な
風
に
違
ふ
の
だ
ら
う
と
考
へ
ま
し
た
が
分
り
ま
せ
ん
。（
２５９‐

２６０
頁
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
能
力
を
欠
く
彼
の
「
労
働
の
拒
否
」
へ
の
意
志
は
、
す
ぐ
さ
ま
「
言
ひ
く
る
め
ら
れ
」
よ
う
と
す

る
。「
ご
は
ん
を
食
べ
て
」「
ね
む
」
る
営
み
の
「
キ
リ
」
の
な
さ
と
、「
首
遊
び
」
の
そ
れ
と
、「
ど
ん
な
風
に
違
ふ
」
か
尋
ね
ら
れ
て

も
、「
返
事
に
つ
ま
」
る
。
だ
が
、「
な
ぜ
、
ど
ん
な
風
に
違
ふ
の
だ
ら
う
」
か
ま
で
は
分
か
ら
ず
、
そ
の
言
葉
が
未
発
に
終
わ
る
と
し
て

も
、
つ
ま
ず
き
な
が
ら
も
「
け
れ
ど
も
違
ふ
」
と
思
考
す
る
。「
厭
」、「
違
ふ
」、「
退
屈
」。
そ
れ
ら
は
、「
食
べ
て
」「
ね
む
」
り
た
だ
在

る
こ
と
と
、
消
費
社
会
の
「
爛
熟
」
の
サ
イ
ク
ル
と
を
選
り
分
け
、
無
能
な
ま
ま
生
き
る
生
存
様
式
へ
と
連
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。「
首

遊
び
」
の
労
働
か
ら
山
賊
を
離
脱
せ
し
め
た
こ
れ
ら
の
言
葉
こ
そ
が
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
「
享
楽
」
か
ら
割
っ
て
出
る
可
能
性
で
あ
っ

た
は
ず
だ
。「
考
え
る
こ
と
、
抵
抗
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
も
の
い
わ
ぬ
子
ど
も
の
仕
事
で
な
く
て
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
」（
田
崎
英

明
）。「
尻
の
重
た
い
」
地
表
の
「
鳥
」
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
に
聴
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

六
、
錯
乱
の
手
前
で

だ
が
、「
厭
」
と
言
い
渡
し
た
山
賊
は
、
同
時
に
「
空
が
落
ち
て
く
る
」
と
い
う
強
烈
な
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
「
苦
し
」
み
、「
女
を
殺

す
こ
と
」
を
考
え
出
す
。
山
賊
は
錯
乱
す
る
の
で
あ
る
。
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彼
は
気
が
つ
く
と
、
空
が
落
ち
て
く
る
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
ま
し
た
。
空
が
落
ち
て
き
ま
す
。
彼
は
首
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
に
苦
し
ん
で
ゐ
ま

し
た
。
そ
れ
は
女
を
殺
す
こ
と
で
し
た
。
／
空
の
無
限
の
明
暗
を
走
り
つ
ゞ
け
る
こ
と
は
、
女
を
殺
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
し
て
、
空
は
落
ち
て
き
ま
す
。
彼
は
ホ
ッ
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
然
し
、
彼
の
心
臓
に
は
孔
が
あ
い
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
彼
の
胸
か
ら

鳥
の
姿
が
飛
び
去
り
、
掻
き
消
え
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
／
あ
の
女
が
俺
な
ん
だ
ら
う
か
？

そ
し
て
空
を
無
限
に
直
線
に
飛
ぶ
鳥
が
俺
自
身
だ
つ
た

の
だ
ら
う
か
？

と
彼
は
疑
り
ま
し
た
。
女
を
殺
す
と
、
俺
を
殺
し
て
し
ま
ふ
の
だ
ら
う
か
。
俺
は
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？
／
な
ぜ
空
を
落

さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
、
そ
れ
も
分
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。（
以
上
２６０‐

２６１
頁
）

こ
こ
で
山
賊
の
思
考
は
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
明
ら
か
に
混
濁
し
て
い
る
。「
空
が
落
ち
て
く
る
」
事
態
と
は
、「
首
を
し
め
つ
け
ら

れ
る
や
う
に
苦
し
」
い
「
女
を
殺
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
空
の
無
限
の
明
暗
を
走
り
つ
ゞ
け
る
」
こ
と
を
途
絶
す
る
、
と
い
う
不

可
解
な
理
路
が
と
ら
れ
る
。「
あ
の
女
が
俺
」
か
、「
女
を
殺
す
と
、
俺
を
殺
し
て
し
ま
ふ
の
」
か
、「
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
」
か
分
か

ら
な
く
な
る
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
彼
は
、
自
ら
と
「
女
」
の
生
存
様
式
を
選
り
分
け
て
い
た
状
態
か
ら
後
退
し
、
自
他
の
輪
郭
を
融
解

さ
せ
て
し
ま
う
33
。

「
苦
し
」
み
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
の
支
離
滅
裂
な
連
想
は
、
し
か
し
、
作
品
の
結
末
を
用
意
す
る
も
の
で
も
あ
る
。「
山
」
に
帰
っ
た

山
賊
は
、「
女
」
を
絞
殺
し
、「
女
」
と
と
も
に
自
ら
も
消
え
、
最
後
に
は
「
花
び
ら
と
、
冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
ゐ
る
ば
か
り
」

（
２６９
頁
）
で
、
物
語
は
終
結
す
る
の
だ
か
ら
。「
女
」
を
殺
害
し
た
山
賊
が
消
え
（＝

「
女
が
俺
」）、「
空
が
落
ち
て
く
る
」（＝

「
桜
の
森
」
の
下

に
「
虚
空
が
は
り
つ
め
」
る
）
顛
末
を
考
え
た
と
き
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
終
盤
を
、
錯
乱
し
た
山
賊
の
妄
想
、
あ
る
い
は
彼
が
見

た
「
悪
夢
」
が
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
34
。

な
ら
ば
、
先
の
混
濁
し
た
思
考
の
後
に
展
開
さ
れ
る
、
山
賊
と
「
女
」
の
以
下
の
や
り
と
り
は
、「
悪
夢
」
の
プ
ロ
ッ
ト
に
お
け
る
束

の
間
の
救
い
│
│
山
賊
の
願
い
の
一
瞬
の
成
就
│
│
の
場
面
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
山
賊
は
「
山
へ
帰
ら
う
」
と
心
に
決
め
（
２６１
頁
）、
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「
悪
夢
の
さ
め
た
思
ひ
」（
２６２
頁
）
と
と
も
に
「
女
」
に
そ
れ
を
告
げ
る
。

「
俺
は
山
へ
帰
る
こ
と
に
し
た
よ
」﹇
…
﹈／「
お
前
は
い
つ
か
ら
そ
ん
な
薄
情
者
に
な
つ
た
の
よ
」／「
だ
か
ら
さ
。
俺
は
都
が
き
ら
ひ
な
ん
だ
」／「
私

と
い
ふ
者
が
ゐ
て
も
か
へ
」／「
俺
は
都
に
住
ん
で
ゐ
た
く
な
い
だ
け
な
ん
だ
」／「
で
も
、
私
が
ゐ
る
ぢ
や
な
い
か
。
お
前
は
私
が
嫌
ひ
に
な
つ
た
の

か
へ
。
私
は
お
前
の
ゐ
な
い
留
守
は
お
前
の
こ
と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た
の
だ
よ
」﹇
…
﹈「
だ
つ
て
お
前
は
都
で
な
き
や
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ

ら
う
。
俺
は
山
で
な
き
や
住
ん
で
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
」／「
私
は
お
前
と
一
緒
で
な
き
や
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
よ
。
私
の
思
ひ
が
お
前
に
は
分
ら

な
い
の
か
ね
え
」／「
で
も
俺
は
山
で
な
き
や
住
ん
で
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
ぜ
」／「
だ
か
ら
、
お
前
が
山
へ
帰
る
な
ら
、
私
も
一
緒
に
山
へ
帰
る
よ
。
私

は
た
と
へ
一
日
で
も
お
前
と
離
れ
て
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
も
の
」（
２６２‐

２６３
頁
）

会
話
の
み
を
抽
出
し
た
と
き
、
山
賊
が
用
い
る
接
続
詞
「
だ
か
ら
」「
だ
つ
て
」「
で
も
」
は
、「
女
」
の
言
葉
と
厳
密
に
は
噛
み
合
っ

て
い
な
い
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
の
欠
如
は
、
そ
れ
ま
で
山
賊
が
言
い
負
か
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
都
が
き
ら
ひ
」「
山
で
な
き
や
住
ん
で
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
台
詞
は
、「
厭
」「
違
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
残
響
さ
せ
て
い

る
が
、
錯
乱
し
「
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
」
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
前
節
で
確
認
で
き
た
「
考
へ
」
よ
り
も
「
単

純
」（
２６１
頁
）
な
情
動
が
発
語
さ
れ
て
い
る
。「
都
」
は
い
や
だ
、「
山
」
が
い
い
│
│
「
考
へ
」
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
発

さ
れ
た
、
逃
避
的
な
、
ロ
ゴ
ス
な
ら
ざ
る
ロ
ゴ
ス
が
、
け
れ
ど
も
こ
の
場
面
で
は
「
言
ひ
く
る
め
ら
れ
」
る
こ
と
な
く
、「
女
」
と
の
交

渉
は
成
功
す
る
。
山
賊
は
自
分
の
願
い
を
達
成
し
、「
首
遊
び
」
の
労
働
か
ら
解
放
さ
れ
、「
女
」
と
と
も
に
「
山
」
へ
帰
る
こ
と
を
許
さ

れ
る
の
で
あ
る
。「
夢
に
す
ら
こ
ん
な
願
つ
て
も
な
い
こ
と
は
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
」（
２６４
頁
）、
そ
ん
な
望
外
の
「
夢
」
を
彼

は
か
な
え
る
。「
労
働
の
拒
否
」‐

革
命
が
さ
さ
や
か
に
達
成
さ
れ
る
。

だ
が
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、
こ
の
「
夢
」
の
実
現
が
ま
や
か
し
に
過
ぎ
ず
、「
悪
夢
」
は
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
、
非
情
に
も
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描
き
出
す
。
同
じ
場
面
で
語
り
手
は
突
如
、
こ
れ
ま
で
死
角
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
女
」
の
内
面
に
焦
点
化
し
、
上
記
の
や
り
と
り
が
彼
女

の
戦
略
の
内
に
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
女
は
男
な
し
で
は
生
き
ら
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
新
し
い
首
は
女
の
い
の
ち
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
首
を
女
の
た
め
に
も
た
ら

す
者
は
彼
の
外
に
は
な
か
つ
た
か
ら
で
す
。
彼
は
女
の
一
部
で
し
た
。
女
は
そ
れ
を
放
す
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
男
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
イ
が
み
た
さ
れ

た
と
き
、
再
び
都
へ
つ
れ
も
ど
す
確
信
が
女
に
は
あ
る
の
で
し
た
。（
２６４
頁
）

「
女
」
が
己
の
「
欲
望
」
を
満
た
し
「
い
の
ち
」
を
保
つ
た
め
に
は
、「
首
」
の
下
請
け
労
働
者
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
│
│
こ
れ
は
、

山
賊
の
「
あ
の
女
が
俺
な
ん
だ
ら
う
か
？
」
と
い
う
支
離
滅
裂
な
問
い
に
対
す
る
、
公
理
系
か
ら
の
一
つ
の
回
答
と
な
っ
て
い
る
。
資
本

の
拡
大
・
増
殖
に
不
可
欠
な
労
働
者＝
山
賊
は
、
市�

場�

原�

理�

に�

と�

っ�

て�

「
女�

の�

一�

部�

」
な
の
で
あ
る
。
錯
乱
し
、
働
く
こ
と
に
無
理
を
来

し
た
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
、「
女
」＝

近
代
資
本
主
義
は
一
時
的
な
余
暇
│
│
あ
る
い
は
療
養
期
間
│
│

を
与
え
る
。
山
賊
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
生
権
力
に
よ
っ
て
か
く
し
て
晦
渋
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
、「
悪
夢
」
の
よ
う
な
消

費
社
会
に
、
休
暇
は
あ
っ
て
も
終
わ
り
は
な
い
こ
と
が
、
こ
こ
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
錯
乱
は
、
一
時
的
な
帰
山
で

解
決
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
錯
乱
も
、
一
節
で
挙
げ
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
倣
え
ば
、
資
本
主
義
の
加
速
そ

の
も
の
と
表
裏
一
体
（「
あ
の
女
が
俺
」）
で
あ
る
35
。

し
た
が
っ
て
、
山
賊
が
「
女
」
と
と
も
に
消
滅
す
る
こ
と
は
、
継
続
す
る
「
悪
夢
」
を
終
わ
ら
せ
る
一
応
の
結
末
に
は
な
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
回
避
さ
れ
、
山
賊
が
「
山
」
に
帰
っ
て
不
調
が
止
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
休
息
（
療
養
）
の
終
了

を
意
味
す
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。
や
が
て
「
都
」
に
山
賊
は
連
れ
戻
さ
れ
、
労
働‐

錯
乱‐

休
息
と
い
う
無
限
の
サ
イ
ク
ル
が

繰
り
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
物
語
に
差
し
挟
ま
れ
た
「
女
」
の
内
面
は
、
そ
の
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。
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消
滅
す
れ
ば
、「
都
が
き
ら
ひ
」
を
貫
徹
で
き
、「
悪
夢
」
は
已
む
。
錯
乱
が
一
時
的
に
止
ん
で
も
、「
悪
夢
」
を
継
続
し
て
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ど
ち
ら
を
と
っ
た
と
し
て
も
│
│
。

デ
カ
ダ
ン
ス

作
品
は
、
資
本
主
義
の
爛
熟
の
リ
ミ
ッ
ト
を
示
し
、「
享
楽
」
の
果
て
の
た
だ
な
か
か
ら
割
っ
て
出
る
思
考＝

「
考
へ
」
る
と
い
う
営
為

を
垣
間
見
せ
て
い
た
。
だ
が
、
山
賊
は
錯
乱
に
陥
る
こ
と
で
そ
の
非‐

労
働
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
が
「
山
」
へ
帰
る
こ

と
は
一
時
的
な
逃
避
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
、
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
再
領
土
化
さ
れ
、
捕
獲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
作
品
に
は
、
交
渉
は
あ
る
が
、
革
命
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
山
賊
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

よ
う
。
彼
は
「
空
が
落
ち
て
く
る
」
こ
と＝

「
女
を
殺
す
と
、
俺
を
殺
し
て
し
ま
ふ
」
事
態
に
は
怯
え
る
が
、「
な
ぜ
空
を
落
さ
ね
ば
な
ら

な
い
」
の
か
は
「
分
ら
な
」
い
。「
女�

」＝
「
鳥�

」
が�

無�

限�

に�

飛�

行�

す�

る�

「
空�

」
を�

落�

と�

し�

て�

自�

ら�

は�

生�

き�

延�

び�

る�

こ�

と�

を
、
す
な
わ
ち
革

命
を
、
別
様
に
言
え
ば
資
本
主
義
の
終
わ
り
を
想
像
す
る
こ
と
を
、
彼
は
「
夢
」
に
も
思
わ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
で
き
る
の
は
、
自
ら
と

「
女
」
が
消
え
る＝

世
界
の
ミ
ニ
マ
ル
な
終
わ
り
（「
花
び
ら
と
、
冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
ゐ
る
ば
か
り
」）
を
妄
想
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で

あ
る
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
山
賊
は
、「
女
」＝

近
代
資
本
主
義
の
内
部
に
常
に
既
に
在
る
の
で
あ
り
、
彼
の
「
悪
夢
」
の
終
わ
り
方
と
し
て

も
、
あ
る
い
は
物
語
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
解
決
不
可
能
な
状
況
に
ケ
リ
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
全
て
を
美
的
に
消
滅
さ
せ

る
文
学
的
結
末
に
行
き
着
く
し
か
方
途
は
な
い
だ
ろ
う
36
。

デ
カ
ダ
ン
ス

だ
が
、
本
稿
は
、
作
品
に
お
け
る
革
命
の
不
在
を
糾
弾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
悪
夢
」
の
よ
う
な
爛
熟
の
切
断
し
が
た
さ
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
重
要
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
最
も
問
題
化
す
べ
き
な
の
は
、
な
ぜ
山

賊
が
こ
れ
程
ま
で
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
だ
。
有
限
で
無
能
な
自
己
の
言
葉
に
よ
る
「
考
へ
」
が
、
妄
想
へ
と
分
岐
す
る

要
因
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？
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そ
れ
は
、「
考
へ
」
る
こ
と
自
体
が
「
苦
し
さ
」
と
通
じ
る
、
次
の
モ
メ
ン
ト
に
既
に
潜
在
し
て
い
た
。

男
は
山
の
上
か
ら
都
の
空
を
眺
め
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
空
を
一
羽
の
鳥
が
直
線
に
飛
ん
で
行
き
ま
す
。
空
は
昼
か
ら
夜
に
な
り
、
夜
か
ら
昼
に
な

り
、
無
限
の
明
暗
が
く
り
か
へ
し
つ
ゞ
き
ま
す
。
そ
の
涯
に
何
も
な
く
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
た
ゞ
無
限
の
明
暗
が
あ
る
だ
け
、
男
は
無
限
を
事
実
に

於
て
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
先
の
日
、
そ
の
先
の
日
、
そ
の
又
先
の
日
、
明
暗
の
無
限
の
く
り
か
へ
し
を
考
へ
ま
す
。
彼
の
頭
は
割

れ
さ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
考
へ
の
疲
れ
で
な
し
に
、
考
へ
の
苦
し
さ
の
た
め
で
し
た
。（
２５８‐

２５９
頁
）

前
節
で
見
た
よ
う
に
「
直
線
に
飛
」
ぶ
「
鳥
」
は
「
女
」
の
「
欲
望
」
を
表
す
の
だ
か
ら
、「
鳥
」
が
「
飛
ぶ
」「
空
」
は
明
ら
か
に

「
都
」
を
示
す
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
昼
と
夜
の
循
環＝

「
明
暗
の
無
限
の
く
り
か
へ
し
」
を
「
考
へ
」
る
と
、
山
賊
の
「
頭
は
割
れ

さ
う
」
な
程
に
「
苦
し
」
い
と
い
う
。
そ
し
て
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
山
賊
は
四
六
時
中
労
働
力
を
見
定
め
ら
れ
る
と
い
う
形
で
、

「
都
」
に
捕
獲
さ
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
考
へ
の
苦
し
さ
」
こ
そ
が
、「
都
」
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
昼
夜
問
わ
ず
労
働
力
を

測
ら
れ
、
み
な
が
寝
静
ま
る
「
夜
」
ま
で
も
「
首
遊
び
」
と
い
う
労
働
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
、
休
ま
る
精
神
の
な
い
山
賊
の
、
錯
乱
の
前�

徴�

で
あ
る
。
別
様
に
言
え
ば
、「
休
む
ひ
ま
な
く
常
に
直
線
に
飛
び
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
」「
キ
リ
が
な
い
」「
欲
望
」
に
よ
っ
て
、
夜
も
休
む

こ
と
な
く
労
働
し
て
い
た
山
賊
は
、「
明
暗
の
無
限
の
く
り
か
へ
し
」＝

そ
の
終
わ
り
の
な
さ
を
「
考
へ
」、
つ
い
に
は
「
考
へ
」
を
持
続

さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
ま
で
に
、
精
神
を
壊
し
て
己
の
生
を
す
り
減
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
「
享
楽
」
の
生
産

者
と
し
て
眠
る
間
も
な
く
労
働
し
て
い
た
山
賊
は
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
と�

ば�

口�

に
立
ち
な
が
ら
、「
考
へ
」
る
こ
と
を
継
続
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
状
況
を
戦
後
に
お
い
て
生
き
た
／
死
ん
だ
者
が
山
賊
だ
け
で
な
い
こ
と
は
、
一
節

で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、
幻
想
的
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な
「
美
」
が
興
じ
ら
れ
て
き
た
37
。
そ
し
て
坂
口
安
吾
も
、
錯
乱
す
る
彼
の
放

蕩
無
頼
な
生
が
面
白
が
ら
れ
て
き
た
38
。
だ
が
、
消
費
社
会
の
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
危
う
さ
を
確
認
し
た
私
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
評
価

を
た
だ
ち
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
山
賊
の
錯
乱
を
言
祝
ぎ
追
認
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
39
し
、「
デ
カ
ダ
ン
ス
」

の
「
享
楽
」
に
対
し
て
、
思
考
を
放
棄
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
む
ろ
ん
、
終
わ
り
な
き
「
悪
夢
」
の
よ
う
な
近
代
資
本
主
義
の
加
速
を

生
き
る
私
た
ち
は
、
無
能
な
山
賊
の
思
考
を
ど
の
よ
う
に
具
現
化
し
た
ら
い
い
の
か
、
そ
の
術
を
知
ら
な
い
。
身
体
の
み
な
ら
ず
精
神
ま

で
も
昼
夜
問
わ
ず
捕
獲
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
非‐

政
治
化
さ
れ
た
ま
ま
労
働
力
と
し
て
動
員
さ
れ
、
ス
ト
ロ
ン
グ
系
や

向
精
神
薬
や
エ
ナ
ジ
ー
ド
リ
ン
ク
に
依
存
さ
せ
ら
れ
…
…
そ
う
し
た
生
政
治
の
た
だ
な
か
で
、「
考
へ
」
る
こ
と
が
不
可
能
な
ま
ま
で
い

る
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
尻
の
重
た
い
」
地
表
の
「
鳥
」
の
言
葉
が
、
聴
き
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
都
」
の
「
退
屈
」
を
埋
め
る

た
め
の
サ
イ
ク
ル
を
拒
否
す
る
言
葉
こ
そ
が
、
山
賊
の
用
い
る
「
退
屈
」
な
の
だ
か
ら
。

注
⑴

田
崎
英
明
『
無
能
な
者
た
ち
の
共
同
体
』（
二
〇
〇
七
・
一
二
、
未
来
社
）。

⑵

赤
澤
史
朗
『
戦
中
・
戦
後
文
化
論
│
│
転
換
期
日
本
の
文
化
統
合
』（
二
〇
二
〇
・
一
〇
、
法
律
文
化
社
）
な
ど
を
参
照
。

⑶

惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
に
つ
い
て
は
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
│
│
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
』
上
・
下

（
幾
島
幸
子
・
村
上
由
見
子
訳
、
二
〇
一
一
・
九
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
。
な
お
、
ク
ラ
イ
ン
が
述
べ
る
新
自
由
主
義
下
の
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク

ト
リ
ン
と
、
戦
後
の
出
版
ブ
ー
ム
は
む
ろ
ん
差
異
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
重
ね
見
る
。

⑷

パ
オ
ロ
・
ヴ
ィ
ル
ノ
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
の
文
法
』（
廣
瀬
純
訳
、
二
〇
〇
四
・
二
、
月
曜
社
）
は
、
人
間
の
身
体
の
み
な
ら
ず
、
精
神
の
領

域
ま
で
ま
た
が
る
「
一
般
的
知
性
」、
す
な
わ
ち
他
者
に
応
答
す
る
／
他
者
か
ら
の
応
答
を
期
待
す
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が

労
働
力
と
し
て
動
員
さ
れ
る
、
生
政
治
の
様
態
を
描
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
コ
・
ベ
ラ
ル
デ
ィ
（
ビ
フ
ォ
）『
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
の
詩

記
号
資
本
主
義
の
精
神
病
理
学
』（
櫻
田
和
也
訳
、
二
〇
〇
九
・
一
二
、
河
出
書
房
新
社
）
は
、
絶
え
ず
情
報
に
接
続
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、

精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
労
働
力
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
、
薬
物
と
「
精
神
病
」
の
流
行
を
述
べ
て
い
る
。
双
方
と
も
ポ
ス
ト
フ
ォ
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ー
デ
ィ
ズ
ム
の
情
勢
│
│
労
働
と
余
暇
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
人
間
が
労
働
に
「
２
４
／
７
」
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
情
勢
│
│
を
思
考
す
る

書
だ
が
、
戦
後
の
出
版
資
本
主
義
の
加
速
に
お
け
る
「
無
頼
派
」
の
状
況
分
析
に
、
彼
ら
の
考
察
は
応
用
可
能
で
あ
る
。

⑸

マ
ー
ク
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
『
資
本
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
』（
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ブ
ロ
イ

河
南
瑠
莉
訳
、
二
〇
一
八
・
二
、
堀
之
内
出
版
、
五
六

頁
）。

⑹

関
川
夏
央
「「
文
士
」
が
ヘ
ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
だ
っ
た
時
代
」（『
や
む
を
得
ず
早
起
き
』
二
〇
一
二
・
一
一
、
小
学
館
）
は
「「
無
頼
派
」
と
は

無
頼
な
人
た
ち
の
こ
と
で
は
な
い
。
過
当
労
働
の
強
烈
な
ス
ト
レ
ス
か
ら
依
存
症
に
逃
避
し
、
心
身
を
痛
め
て
早
死
に
し
た
、
ま
じ
め
す
ぎ
る

作
家
た
ち
の
こ
と
だ
。」
と
し
て
い
る
。

⑺

そ
の
壮
絶
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
坂
口
三
千
代
『
ク
ラ
ク
ラ
日
記
』（
一
九
六
七
・
三
、
文
芸
春
秋
）
な
ど
を
参
照
。

⑻
「
精
神
病
覚
え
書
き
」（「
文
芸
春
秋
」
一
九
四
九
・
六
）。

⑼
「
精
神
病
覚
え
書
き
」（
注
⑻
に
同
じ
）、「
深
夜
は
睡
る
に
限
る
こ
と
」（「
文
学
界
」
一
九
四
九
・
七
）
な
ど
。

⑽

坂
口
安
吾
『
い
づ
こ
へ
』（
一
九
四
七
・
五
、
真
光
社
）
に
五
篇
が
収
め
ら
れ
た
後
も
、
幾
つ
か
の
自
伝
的
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

飛
鳥
均
平
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「「
堕
落
論
」
の
坂
口
安
吾
氏
訪
問
記
」（「
若
草
」
一
九
四
八
・
一
）
な
ど
で
、
ヒ
ロ
ポ
ン
を
用
い
な
が
ら

作
品
を
書
く
様
子
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑾

七
北
数
人
「
坂
口
安
吾
年
譜
」（『
坂
口
安
吾
全
集

別
巻
』
二
〇
一
二
・
一
二
、
筑
摩
書
房
）。

⑿

初
出
は
『
い
づ
こ
へ
』（
注
⑽
に
同
じ
）。
一
九
四
六
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
白
痴
」
に
続
く
原
稿
と
し
て
「
新
潮
」
に
手
渡
さ
れ
た
が
掲
載

さ
れ
ず
、
同
年
一
一
月
「
暁
鐘
」
掲
載
予
定
と
な
り
最
終
校
正
ま
で
な
さ
れ
て
い
た
が
、
同
誌
は
発
刊
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て

は
黄
益
九
「『
暁
鐘
』
版
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」」（
坂
口
安
吾
研
究
会
編
『
坂
口
安
吾
論
集
Ⅲ

新
世
紀
へ
の
安
吾
』
二
〇
〇
七
・
一
〇
、

ゆ
ま
に
書
房
）、
浅
子
逸
男
「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
つ
い
て
」（「
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
」
二
〇
二
一
・
三
）
な
ど
を
参
照
。

⒀

敢
え
て
作
家
・
坂
口
安
吾
と
作
品
を
重
ね
見
れ
ば
、「
首
」
を
用
い
て
物
語
を
作
る
「
女
」
も
、
そ
の
物
語
の
ネ
タ＝

「
首
」
を
提
供
す
る
下
請

け
労
働
者
の
山
賊
も
、
ど
ち
ら
も
安
吾
の
分
身
と
し
て
読
め
る
。
い
た
ず
ら
な
作
家
論
的
読
解
は
慎
む
べ
き
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
立
て
は
、

生
政
治
が
加
速
す
る
現
在
に
お
い
て
重
要
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
語
り
は
山
賊
に
内
的
焦
点
化
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
安
吾
の

山
賊
へ
の
傾
き
と
す
る
な
ら
ば
、
物
語
制
作
の
快
楽
よ
り
、
終
わ
り
な
く
続
く
下
請
け
労
働
の
痛
苦
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

錯
乱
が
問
題
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
呑
気
な
山
賊
が
物
語
の
進
行
と
と
も
に
急
激
に
変
化
す
る
こ
と
（
三
節
で
詳
述
）
に
つ
い
て
、

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
〇



こ
れ
も
、
戦
前‐

戦
中
は
暇
だ
っ
た
の
に
戦
後
あ
く
せ
く
働
く
こ
と
と
な
っ
た
作
家
の
状
況
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

⒁

佐
伯
彰
一
「
現
代
小
説
の
中
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
│
│
「
桜
」
モ
チ
ー
フ
の
軌
跡
」（
平
川
祐
弘
・
鶴
田
欣
也
編
『
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
読
む

日
本
文
学

に
お
け
る
自
然
・
生
命
・
自
己
』
一
九
九
四
・
一
、
新
曜
社
）
を
参
照
。

⒂

さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
、
山
賊
は
、
作
品
の
語
り
手＝

「
小
生
」
と
も
知
覚
を
異
に
し
て
い
る
。
説
話
的
な
形
式
を
採
る
本
作
は
、
先
に
見
た
よ

う
に
、
冒
頭
か
ら
「
小
生
」
が
「
桜
の
花
の
下
か
ら
人
間
を
取
り
去
る
と
怖
ろ
し
い
景
色
に
な
」
り
、
近
世
ま
で
は
桜
は
恐
怖
の
対
象
で
あ
っ

た
こ
と
を
、「
能
」
を
例
示
し
つ
つ
述
べ
る
。
こ
う
し
た
参
照
項
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
作
品
に
お
け
る
桜
の
「
怖
ろ
し
」

さ
を
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
山
賊
が
登
場
し
て
以
降
、
語
り
手
は
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
山
賊
の
内
面
を
忠
実
に
伝
え
よ
う

と
す
る
。
別
様
に
言
え
ば
、「
小
生
」
は
山
賊
へ
と
傾
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
山
賊
の
登
場
以
後
、
桜
へ
の
恐
怖
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
彼

の
言
葉
や
認
識
の
外
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
恐
怖
の
前
で
宙
づ
り
に
さ
れ
る
様
子
が
表
さ
れ
続
け
る
。

⒃

小
谷
真
理
「
そ
れ
は
遠
く
、
電
子
の
森
の
彼
方
か
ら
│
│
坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
を
読
む
│
│
」（
坂
口
安
吾
研
究
会
編
『
坂
口

安
吾
論
集
Ⅰ

越
境
す
る
安
吾
』
二
〇
〇
二
・
九
、
ゆ
ま
に
書
房
）
を
参
照
。
な
お
、「
女
」
は
連
れ
合
い
を
目
の
前
で
殺
さ
れ
、
山
賊
に
無

理
矢
理
「
女
房
」
に
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
、
注
意
を
要
す
る
。
作
品
は
そ
う
し
た
彼
女
の
経
験
や
内
面
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
山

フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ー
ル

賊
を
支
配
し
て
し
ま
う
「
宿
命
の
女
」
と
し
て
「
女
」
を
ミ
ソ
ジ
ニ
ッ
ク
に
形
象
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

⒄

大
原
祐
治
「
戦
後
社
会
と
所
有
の
政
治
学
」（『
戯
作
者
の
命
脈
│
│
坂
口
安
吾
の
文
学
精
神
』
二
〇
二
二
・
五
、
春
風
社
）
の
「
男
の
生
活
は

「
都
」
と
地
方
と
の
間
を
行
き
来
す
る
「
金
持
ち
」
の
旅
人
か
ら
金
品
を
奪
い
取
る
「
山
賊
」
稼
業
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
い
わ
ば
、「
都
」
の
「
金
持
ち
」
た
ち
の
経
済
行
為
に
依
存
し
、
従
属
す
る
生
活
で
あ
る
。」「
初
め
か
ら
「
都
」
の
経
済
圏
の
中
に
絡
め
取

ら
れ
つ
つ
、
そ
こ
に
寄
生
す
る
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
。」
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
山
賊
の
生
は
、
実
は
「
都
」
に
支
え

ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
旅
人
の
所
持
品
を
奪
っ
た
際
に
「
中
身
が
つ
ま
ら

な
か
つ
た
り
す
る
と
チ
エ
ツ
こ
の
田
舎
者
め
、
と
か
土
百
姓
め
と
か
罵
つ
た
」（
２４３‐

２４４
頁
）
と
い
う
山
賊
の
言
葉
は
、
野
蛮
な
自
ら
を
「
都
」

の
人
々
か
ら
卓
越
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
都
」
に
対
す
る
「
従
属
」
を
否
認
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
山
賊
自
身
は
こ
れ
ら
の

こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
山
賊
の
知
覚
に
寄
っ
て
立
ち
、
彼
の
思
考
を
重
視
す
る
。

⒅
「
泥
の
手
や
山
の
獣
の
血
に
ぬ
れ
た
手
で
か
す
か
に
着
物
に
ふ
れ
た
ゞ
け
で
も
女
は
彼
を
叱
」
る
と
い
う
文
言
（
２４４
頁
）
は
、
そ
の
こ
と
を
よ

く
表
し
て
い
る
。

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
一



⒆

國
分
功
一
郎
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学

増
補
新
版
』（
二
〇
一
五
・
三
、
太
田
出
版
）
は
、「
消
費
社
会
は
退
屈
と
強
く
結
び
つ
い
て
」
お
り

（
一
四
八
頁
）、「
い
く
ら
消
費
を
続
け
て
も
満
足
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
が
、
消
費
に
は
限
界
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
。

延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
の
に
、
満
足
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
か
ら
、
消
費
は
次
第
に
過
激
に
、
過
剰
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
も
過
剰
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
満
足
の
欠
如
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。」（
一
五
七
頁
）
と
述
べ
る
。「
よ
ろ
こ
ん
で
」
は
「
あ
き
」、「
首
」
を
次
々
に
山

賊
に
要
求
す
る
「
女
」
は
、「
退
屈
」
に
衝
き
動
か
さ
れ
て
「
過
激
に
、
過
剰
に
」「
消
費
」
す
る
消
費
者
と
な
っ
て
い
る
。

⒇
「
我
々
の
快
楽
に
は
禁
じ
ら
れ
た
領
域
へ
と
踏
み
込
む
と
い
う
身
震
い
を
伴
う
と
い
う
こ
と
│
│
つ
ま
り
我
々
の
快
楽
に
は
何
ら
か
の
不�

快�

が

伴
う
と
い
う
こ
と
│
│
を
我
々
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
「
剰
余
」
こ
そ
享
楽
な
の
で
あ
る
」（
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
為
す
と

こ
ろ
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
』
鈴
木
一
策
訳
、
一
九
九
六
・
一
一
、
み
す
ず
書
房
、
四
〇
〇‐

四
〇
一
頁
）。

21

原
題
は“Entartung”
（18921893,B

erlin
N
W
.:C
arlD

uncker

）、
英
訳
（
普
及
版
）
は“D

egeneration”

（1898,London:W
illiam

H
eine

m
ann

）。
同
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
退
化
論
』『
堕
落
論
』
等
と
も
訳
さ
れ
る
。
本
論
で
の
引
用
は
中
島
茂
一
（
孤
島
）
の
抄
訳
『
現
代
の
堕
落
』

（
一
九
一
四
・
三
、
大
日
本
文
明
協
会
）
に
よ
る
。

22
「
世
紀
末
」
と
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
わ
せ
て
尹
相
仁
『
世
紀
末
と
漱
石
』（
一
九
九
四
・
二
、
岩
波
書
店
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

23

拙
稿
「
変
成
す
る
「
デ
カ
ダ
ン
」、
そ
の
圏
域
（
下
）
│
│
岩
野
泡
鳴
『
耽
溺
』
か
ら
大
正
デ
カ
ダ
ン
ス
、
変
格
探
偵
小
説
へ
│
│
」（「
日
本
文

芸
研
究
」
二
〇
二
三
・
三
）
を
参
照
。

24
『
サ
ロ
メ
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
松
田
悠
美
「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
鬼
」（
森
安
理
文
・
高
野
良
知
編
『
坂
口
安
吾
研
究
』
一
九
七

三
・
六
、
南
窓
社
）、『
武
州
公
秘
話
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
清
田
文
武
「「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
世
界
」（『
近
代
作
家
の
構
想
と
表

現

漱
石
・
未
明
か
ら
安
吾
・
茨
木
の
り
子
ま
で
』
二
〇
〇
九
・
一
一
、
翰
林
書
房
）
な
ど
を
参
照
。

25
『
サ
ロ
メ
』
か
ら
『
武
州
公
秘
話
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
大
社
淑
子
「
サ
ロ
メ
と
『
武
州
公
秘
話
』」（「
比
較
文
学
年
誌
」
一
九
八
四
・
三
）

を
参
照
。

26

た
と
え
ば
岡
本
か
の
子
「
現
代
若
き
女
性
気
質
集
」（『
女
性
の
書
』
一
九
三
六
・
一
一
、
岡
倉
書
房
）
が
描
く
次
の
「
現
代
」
女
性
は
、
近
代

資
本
主
義
の
加
速
に
お
け
る
人
々
の
エ
ー
ト
ス
を
象
徴
し
て
い
る
。「
彼
女
に
取
つ
て
ス
ピ
ー
デ
イ
で
無
い
も
の
は
魅
力
が
無
い
。
そ
れ
で
退

屈
な
時
は
、
せ
め
て
街
の
自
動
車
を
眺
め
る
。」「
ジ
ヤ
ズ
の
麻
痺
、
映
画
の
麻
痺
、
そ
れ
で
大
概
の
興
味
は
平
凡
な
も
の
に
思
へ
る
。
始
終
習

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
二



慣
的
に
考
へ
て
ゐ
る
の
は
「
何
か
面
白
い
も
の
は
無
い
か
知
ら
ん
。」」。

27

笠
井
潔
「
密
室
と
い
う
外
部
装
置
│
│
江
戸
川
乱
歩
│
│
」（『
物
語
の
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
』
一
九
八
八
・
五
、
筑
摩
書
房
）
は
、「
屋
根
裏
の
散
歩

者
」（「
新
青
年
」
一
九
二
五
・
八
（
夏
季
増
刊
号
））
の
郷
田
三
郎
を
「
癒
し
が
た
い
「
退
屈
」
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
変
装
し
て
都
会
の
雑

踏
を
歩
き
回
っ
た
り
、
犯
罪
実
話
を
読
み
耽
っ
た
り
し
て
い
る
猟
奇
者
」
と
し
、「
退
屈
、
群
衆
、
猟
奇
、
窃
視
、
そ
し
て
犯
罪
」
の
「
諸
要

素
の
系
列
は
初
期
乱
歩
の
作
品
で
は
お
な
じ
み
の
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

28

鈴
木
貞
美
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
の
系
譜
」「
探
偵
小
説
の
誕
生
」（「
別
冊
太
陽

乱
歩
の
時
代

昭
和
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」

一
九
九
五
・
一
）
な
ど
を
参
照
。

29

塩
田
勉
「
坂
口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
│
│
「
桜
の
下
」
と
は
何
か
│
│
」（『
作
品
論
の
散
歩
道

漱
石
か
ら
ケ
ー
タ
イ
小
説
ま
で
』

二
〇
一
二
・
九
、
書
肆
ア
ル
ス
）
は
、
次
々
に
「
首
」
を
求
め
る
「
女
」
に
、「
新
商
品
の
開
発
・
販
売
・
消
費
、
す
な
わ
ち
、
売
り
さ
ば
き

捨
て
さ
せ
、
再
び
新
商
品
を
買
わ
せ
る
資
本
の
論
理
、〈
モ
ー
ド
〉
が
演
出
す
る
市
場
の
原
理
」
を
見
る
。
作
品
か
ら
近
代
の
「
消
費
経
済
」

を
読
む
点
で
同
論
と
本
稿
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
「
新
商
品
」
が
「
猟
奇
」
的
に
も
死
者
の
「
首
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
病
的
」
な

「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
が
「
享
楽
」
の
対
象
に
な
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
戦
後
の
出
版
資
本
主
義
に
発
露
し
て
い
た
こ
と
を
、
本
稿
は
重
視
す
る
。

な
お
、
小
谷
真
理
「
そ
れ
は
遠
く
、
電
子
の
森
の
彼
方
か
ら
」（
注
⒃
に
同
じ
）
は
、「
女
」
が
「
首
遊
び
」
で
作
り
出
す
物
語
が
「
次
か
ら
次

へ
と
泡
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
う
安
っ
ぽ
い
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
小
谷
が
謂
う
よ
う
に
筋
自
体
は
「
陳
腐
な
物

語
」
で
し
か
な
い
「
首
遊
び
」
が
、
そ
れ
で
も
一
時
的
な
「
刺
戟
」
と
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
死�

首
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
グ
ロ
テ
ス
ク
で

あ
る
か
ら
こ
そ
「
女
」
は
埋
没
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
作
品
が
描
き
出
す
の
が
消
費
社
会
的
「
デ
カ
ダ
ン
ス
」
の
「
享
楽
」
で
あ
る
こ

と
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

30
「
坂
口
安
吾
の
「
倫
理
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
」
が
「
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
や
八
〇
年
代
後
半
の
バ
ブ
ル
景
気
に
適
合
的
で
あ

り
、
む
し
ろ
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
問
い
、
安
吾
に
よ
る
「「
フ
ァ
ル
ス
」
の
肯
定
は
資
本
主
義
の
肯
定

と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
」
か
な
い
こ
と
を
射
抜
く
、
石
川
義
正
「
坂
口
安
吾
と
「
レ
イ
ト
モ
ダ
ン
」
│
│
萬
福
寺
を
め
ぐ
る
三
つ
の
テ
キ
ス
ト

に
つ
い
て
」（「
坂
口
安
吾
研
究
」
二
〇
二
一
・
三
）
を
参
照
。
本
稿
は
石
川
の
議
論
を
受
け
て
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
全
て
を
再
領
土

化
す
る
運
動
と
し
て
表
さ
れ
た
資
本
主
義
の
、
そ
の
切
断
の
契
機
（
と
失
敗
）
を
問
題
化
し
て
い
る
。

31

荻
野
ア
ン
ナ
「
新
鮮
な
蜘
蛛
の
巣
」（『
ア
イ
・
ラ
ブ
安
吾
』
一
九
九
二
・
二
、
朝
日
新
聞
社
）。
荻
野
は
「
女
」
の
「
無
限
大
の
欲
望
」
と
山

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
三



賊
の
「
無
限
大
の
退
屈
」
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。

32

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
『
マ
ル
ク
ス
を
超
え
る
マ
ル
ク
ス
│
│
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
研
究
』（
清
水
和
巳
・
小
倉
利
丸
・
大
町
慎
浩
・
香
内
力

訳
、
二
〇
〇
三
・
九
、
作
品
社
）、
フ
ラ
ン
コ
・
ベ
ラ
ル
デ
ィ
（
ビ
フ
ォ
）『N
O
FU
TU
R
E

ノ
ー
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー

イ
タ
リ
ア
・
ア
ウ
ト
ノ

ミ
ア
運
動
史
』（
廣
瀬
純
・
北
川
眞
也
訳
、
二
〇
一
〇
・
一
二
、
洛
北
出
版
）
な
ど
を
参
照
。

33

こ
こ
で
、
物
語
の
制
作
者
と
し
て
の
「
女
」
と
、
そ
の
下
請
け
労
働
者
の
山
賊
、
分
裂
し
て
い
た
は
ず
の
両
者
が
融
合
さ
れ
る
。
物
語
制
作
の

快
楽
と
、
の
べ
つ
幕
な
し
に
労
働
力
と
し
て
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
の
苦
痛
は
一
元
化
の
た
だ
な
か
で
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
し
、
後
者
が
錯
乱
と

と
も
に
迫
り
上
が
る
の
で
あ
る
。

34

注
⒂
で
確
認
し
た
、
山
賊
の
内
面
を
忠
実
に
伝
え
よ
う
と
す
る
語
り
の
法
則
性
か
ら
し
て
も
、
こ
う
し
た
解
釈
に
は
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
だ

ろ
う
。

35

注
⑸
に
同
じ
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
同
書
で
、
後
期
資
本
主
義
に
お
い
て
「
精
神
疾
患
の
大
流
行
」
が
自
然
化
し
て
い
る
事
態
を
問
題
化
し
、
そ

の
「
流
行
」
に
社
会
シ
ス
テ
ム
の
機
能
不
全
の
徴
候
を
看
て
い
る
。

36

川
村
湊
、
浅
子
逸
男
、
小
林
真
二
、
井
口
時
男
に
よ
る
共
同
討
議
「
批
評
と
研
究
の
「
あ
い
だ
」」（
坂
口
安
吾
研
究
会
編
『
坂
口
安
吾
論
集
Ⅰ

越
境
す
る
安
吾
』
二
〇
〇
二
・
九
、
ゆ
ま
に
書
房
）
に
お
い
て
井
口
は
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
「
虚
無
の
表
層
を
覆

マ
マ

う
美
の
様
式
」
と
し
、「
あ
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
の
す
ご
く
危
う
い
形
で
日
本
浪
漫
派
的
な
」「
空
虚
の
形
式
と
し
て
の
美
学
と
肌
を
接
し
て
い
」

る
と
す
る
。
井
口
の
正
鵠
を
射
た
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
日
本
浪
曼
派
の
破
滅
の
「
美
学
」
が
、
西
欧
の
近
代
化
を
模
倣
す
る
日
本
の
行
き
詰
ま

り
を
、
イ
ロ
ニ
ッ
ク
に
破
砕
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
逃
れ
よ
う
に
も
逃
れ
ら
れ
な
い
近
代
資
本
主
義
に
対
し

て
、
革
命
的
想
像
力
に
向
か
わ
ず
、「
美
の
様
式
」
に
逢
着
す
る
点
は
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
も
共
通
し
て
い
る
。

ト
ポ
ス

な
お
、「
桜
の
森
」
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
、「
都
」
か
ら
隔
絶
し
た
外
部
と
し
て
受
け
取
る
向
き
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
の
場
は
、
近
代
的

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
幻
視
さ
れ
た
プ
レ
モ
ダ
ン
の
空
間
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
舞
台
が
「
桜
の
幻
想
力
で
再
構
築
さ
れ
た
借
り
物
」「
フ
ェ

イ
ク
の
中
世
」
で
あ
り
、
作
品
が
「
モ
ダ
ン
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
で
あ
る
こ
と
を
剔
抉
し
た
小
谷
真
理
「
そ
れ
は
遠
く
、
電
子
の
森
の
彼
方
か

ら
」（
注
⒃
に
同
じ
）
を
参
照
。「
桜
の
森
」
は
、
外
部
な
き
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
常
に
既
に
浸
食
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
空
虚
」

な
空
間
の
み
が
残
る
作
品
の
結
末
は
、
日
本
浪
曼
派
が
近
代
資
本
主
義
に
対
峙
す
る
中
で
創
造‐

幻
視
し
た
「
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
日
本
」

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
わ
せ
て
西
村
将
洋
「
ポ
エ
ジ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
│
│
モ
ダ
ニ
ス
ト
保
田
與
重
郎
の
肖
像
│
│
」（「
日
本
近
代
文

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
四



学
」
二
〇
〇
二
・
一
〇
）
を
参
照
）
に
も
近
接
し
て
い
る
。

37

以
下
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
は
坂
口
安
吾
の
全
作
品
か
ら
た
だ
ひ
と
つ
作
品
を
撰
べ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
こ
の
「
桜
の
森
の
満

開
の
下
」
を
挙
げ
る
だ
ろ
う
。
ま
ぎ
れ
も
な
い
傑
作
で
あ
る
。
芸
術
の
鬼
か
神
か
が
書
い
た
作
品
と
し
か
言
う
ほ
か
の
な
い
出
来
ば
え
で
あ

る
。
ぼ
く
は
こ
ん
な
美
し
く
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
怖
ろ
し
い
作
品
は
、
世
界
の
文
学
の
中
で
も
、
稀
だ
と
考
え
る
。﹇
…
﹈
こ
の
生
首
遊
び
の
グ

ロ
テ
ス
ク
な
美
は
傑
出
し
て
い
る
」（
奥
野
健
男
『
坂
口
安
吾
』
一
九
七
二
・
九
、
文
芸
春
秋
、
一
八
〇‐

一
八
一
頁
）。

38

宮
沢
章
夫
「
ろ
く
で
な
し

坂
口
安
吾
『
僕
は
も
う
治
っ
て
い
る
』」（『
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
』
一
九
九
七
・
五
、
新
潮
社
）
な
ど
。

39

本
稿
は
資
本
の
運
動
に
よ
っ
て
「
考
へ
」
る
こ
と
の
継
続
が
不
可
能
に
な
る
情
勢
こ
そ
を
問
題
化
す
る
が
、
そ
こ
に
は
錯
乱
し
た
山
賊‐

安
吾

の
「
狂
気
」
の
「
声
」
を
い
か
に
読
む
か
、
と
い
う
課
題
が
残
る
。
こ
の
営
為
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
小
西
真
理
子
・
河
原
梓
水
編
著
『
狂
気

な
倫
理
「
愚
か
」
で
「
不
可
解
」
で
「
無
価
値
」
と
さ
れ
る
生
の
肯
定
』（
二
〇
二
二
・
八
、
晃
洋
書
房
）
を
参
照
。
な
お
、
安
吾
や
田
中
英

光
、
林
芙
美
子
の
「
狂
気
」
の
「
声
」
の
重
要
性
を
射
抜
い
た
先
駆
的
な
論
と
し
て
、
花
田
清
輝
「
世
の
中
に
歎
き
あ
り
（
大
井
廣
介
、
荒
正

人
、
埴
谷
雄
高
へ
の
反
論
）」（「
群
像
」
一
九
五
六
・
七
）
が
あ
る
。

【
付
記
】
原
則
と
し
て
漢
字
は
新
字
に
改
め
、
引
用
・
参
考
資
料
の
傍
点
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
、﹇
…
﹈（
省
略
）、
／（
改

行
）、﹇

﹈（
注
記
）
は
稿
者
に
よ
る
。
引
用
文
中
に
は
、
現
在
の
社
会
的
・
倫
理
的
規
範
か
ら
鑑
み
て
不
適
当
と
考
え
ら
れ
る
表
現
も
あ
る
が
、
歴

史
的
な
資
料
性
を
考
慮
し
、
表
現
を
改
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

な
お
、
本
稿
は
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
で
の
講
演
（
二
〇
一
七
年
九
月
二
九
日
）
と
、
第
三
八
回
占
領
開
拓
期
文
化
研
究
会
で
の
発
表
（
二
〇

二
三
年
九
月
一
〇
日
、
於
立
命
館
大
学
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
ふ
く
お
か

ひ
ろ
あ
き
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
准
教
授
）

「
退
屈
」
へ
の
「
退
屈
」

二
〇
五


