
本
稿
の
Ⅱ
的
は
竹
内
好
が
捉
咄
し
た
国
民
文
学
を
動
的
な
対
抗
概
念
と
し

て
樵
定
す
る
と
同
時
に
批
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
Ⅱ
的
に
至
る
た
め
に

は
国
民
文
学
確
立
を
実
践
課
題
と
す
る
竹
内
の
国
民
文
学
論
が
唯
成
さ
れ
て

ゆ
く
現
場
に
立
ち
会
う
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
大
き
く
前
景
化
さ
れ

る
の
は
、
政
治
と
文
学
の
関
係
を
竹
内
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

竹
内
の
国
民
文
学
論
が
最
も
強
く
抵
抗
し
た
の
は
文
学
に
対
す
る
政
治
の

介
入
で
あ
っ
た
。
戦
後
国
民
文
学
論
争
は
小
川
切
秀
雄
が
「
臘
接
の
端
緒
は
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
で
Ⅱ
本
の
運
命
が
ア
メ
リ
カ
の
従
脇
国
、
軍
事
雄

地
と
し
て
「
合
法
化
」
さ
れ
た
前
後
の
泡
立
っ
た
社
会
的
空
気
と
そ
れ
に

よ
る
Ｈ
本
文
学
の
微
妙
な
身
じ
ろ
ぎ
に
あ
る
」
（
「
国
雌
文
学
論
の
意
味
す
る

も
の
」
「
法
政
」
壱
九
五
三
・
四
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
前
川
愛

が
「
共
産
党
の
政
治
路
線
の
変
史
と
消
長
を
と
も
に
し
た
」
（
「
国
民
文
学
論

の
行
方
」
「
思
想
の
科
学
」
一
九
七
八
・
八
）
と
川
本
共
産
党
の
「
流
○
年

問
題
」
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
論
争
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

論
争
当
時
の
政
治
的
状
況
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
竹
内
は
こ

竹
内
好
論

竹
内
好
論 ｌ

国
民
文
学
論
争
に
お
け
る
政
治
と
文
学
１
１

う
し
た
政
治
的
状
況
が
「
文
學
外
の
過
制
と
し
て
、
作
潟
的
に
、
文
學
に

働
き
か
け
る
こ
と
に
は
、
私
も
反
對
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
國
民
文
學
、
手

段
と
し
て
の
剛
民
文
學
な
ら
、
反
對
だ
」
（
「
國
民
文
學
の
問
題
黙
」
『
改
造
』

一
九
五
二
・
八
）
と
述
べ
、
政
治
の
介
入
に
潔
癖
な
ま
で
に
反
対
し
文
学
の

自
律
性
を
主
張
し
た
。

だ
が
、
こ
う
し
た
非
政
治
的
国
民
文
学
論
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
が
向

け
ら
れ
た
。
菊
池
章
一
は
「
元
来
い
か
な
る
提
唱
も
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
既
存
の
関
係
を
変
え
る
こ
と
を
捉
咄
す
る
と
い
う
意
味
で
そ
う
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
既
存
の
関
係
に
働
い
て
い
る
顕
在
・
潜
在
の
力
を
新
し
く

別
様
に
結
集
す
る
と
い
う
意
味
で
そ
う
で
あ
る
。
す
で
に
そ
の
こ
と
の
可
能

が
既
存
の
関
係
の
う
ち
に
兄
州
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
捉
咄
は
無
意
味
で

あ
る
」
（
「
脚
民
文
学
論
の
教
訓
」
「
新
川
本
文
学
」
一
九
汀
Ⅲ
．
こ
）
と
竹

内
の
談
論
に
お
け
る
非
政
治
惟
を
批
判
し
た
。
Ｍ
様
に
佐
々
木
雄
一
も
「
伊

藤
終
と
か
円
井
吉
兇
な
ど
と
い
う
人
は
、
剛
氏
文
學
の
捉
咄
の
中
に
政
治
的

底
意
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
先
ず
疑
っ
て
か
か
っ
た
ら
し
い
が
、
わ
た
し
は

む
し
ろ
反
對
に
、
そ
こ
に
本
常
の
政
治
性
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
不
滿
で
あ

内
藤
由
直

九



つ
た
」
（
「
リ
ア
リ
ズ
ム
と
國
民
文
學
」
『
群
像
」
一
九
五
四
・
Ⅲ
）
と
竹
内

の
国
民
文
学
提
唱
が
非
政
治
性
を
先
験
的
に
措
定
す
る
文
脈
で
受
け
取
ら
れ

た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

一
方
で
竹
内
の
非
政
治
的
振
る
舞
い
の
中
に
政
治
性
を
見
出
す
批
判
も
あ

っ
た
ゞ
福
田
恒
存
は
「
左
翼
の
國
民
文
學
を
政
治
的
だ
と
非
難
し
、
自
分
の

は
、
純
・
文
學
的
な
國
民
文
學
だ
と
主
張
す
る
の
は
私
な
ど
の
眼
か
ら
見
れ

ば
、
む
し
ろ
よ
り
政
治
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
政
治
の
陰
瞼
さ
を
露
骨
に

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
「
國
民
文
學
に
つ
い
て
」
「
文
學
界
」
一
九

五
二
・
九
）
と
述
べ
、
政
治
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
竹
内
の
姿
勢
の
中
に
満

在
す
る
政
治
性
を
批
判
し
て
い
る
。

論
争
の
渦
中
に
発
せ
ら
れ
た
右
記
の
よ
う
な
批
判
は
幾
度
と
な
く
反
復
さ

れ
、
現
在
で
は
国
民
国
家
批
判
の
傍
証
と
し
て
竹
内
の
国
民
文
学
論
に
お
け

る
政
治
性
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
政
治
的
で
あ
る
か
否
か
と
政
治
性

を
軸
に
竹
内
の
議
論
を
裁
断
す
る
批
評
に
は
、
そ
の
画
一
性
に
お
い
て
我
々

に
態
度
変
更
を
迫
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
な
ぜ
竹
内
は
文
学
を
政
治
に
対
峅

さ
せ
た
の
か
と
い
う
問
い
か
け
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
で
は
竹
内

は
な
ぜ
文
学
を
政
治
と
の
対
抗
関
係
の
中
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
だ
が
我
々
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
前
に
、
竹
内
の
国
民
文
学
論
が
ど

の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
傭
蹄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

竹
内
の
吋
民
文
学
論
に
お
け
る
鮫
大
の
眼
Ⅱ
は
文
埴
の
解
体
で
あ
っ
た
。

〈
政
治
／
非
政
治
〉

周
知
の
よ
う
に
国
民
文
学
論
の
伏
線
と
し
て
あ
っ
た
「
山
び
こ
學
校
」
（
無

着
成
恭
編
青
銅
祗
一
九
五
一
・
一
三
は
、
文
壇
文
学
の
狭
隙
さ
を
批

判
し
そ
の
特
権
的
な
閉
鎖
空
間
を
指
弾
す
る
た
め
の
恰
好
の
証
左
と
な
っ
て

い
た
。
臼
井
吉
見
は
こ
の
「
山
び
こ
學
校
」
に
逸
早
く
注
目
し
、
国
民
生
活

の
広
さ
と
複
雑
さ
を
表
現
す
る
少
年
達
の
綴
方
に
文
壇
文
学
に
は
見
ら
れ
な

い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
看
取
し
、
逆
に
「
國
民
生
活
の
廣
さ
と
む
す
び
つ
く
こ
と

を
避
け
る
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
ゐ
る
」
二
展
望
」
『
展
望
」
一
九
五
一
・
五
）

文
域
文
学
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
臼
井
の
文
章
を
受
け
て
竹
内
は
「
亡

剛
の
歌
」
二
世
界
」
一
九
五
僖
・
六
）
を
書
く
。
竹
内
は
こ
の
中
で
臼
井
の

発
言
を
「
批
評
家
の
側
か
ら
の
文
壇
文
學
へ
の
不
信
の
、
總
括
的
な
、
最
大

公
約
數
的
な
、
意
見
の
表
明
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
」
と
一
般
化
し
、
「
文

學
者
は
問
題
を
か
れ
ら
が
文
學
と
信
ず
る
も
の
の
ワ
ク
の
な
か
だ
け
で
考
え

て
、
そ
の
文
學
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
廣
い
國
民
生
活
の
地
盤
に
つ
い
て
は

考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
」
と
述
べ
、
こ
う
し
た
事
態
を
「
思
想
性
の
歓
如
」

と
い
う
言
葉
で
表
し
た
。
文
壇
と
い
う
「
淵
室
」
に
住
ま
う
文
学
群
た
ち

は
「
文
學
の
純
粋
さ
を
守
ろ
う
と
し
て
、
じ
つ
は
文
學
を
ダ
ラ
ク
さ
せ
て
い

る
」
と
竹
内
は
臼
井
同
様
に
文
埴
を
批
判
し
、
読
荷
（
国
民
）
の
堆
活
に
根

差
し
た
文
学
の
創
造
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

竹
内
は
「
日
本
の
文
壇
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
特
殊
な
ギ
ル
ド
的
吐
會

で
あ
っ
て
、
云
疋
の
資
格
を
公
認
さ
れ
な
け
れ
ば
参
加
で
き
ず
、
参
加
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
身
分
的
特
椛
を
取
得
す
る
方
式
に
な
っ
て
い
た
」
（
「
肚
會

と
文
學
」
『
文
學
」
一
九
五
川
・
三
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
文
域
を
ギ
ル
ド

と
捉
え
て
い
た
。
だ
が
こ
の
ギ
ル
ド
は
職
能
集
剛
で
は
な
く
剛
釧
的
な
ヒ
エ

四
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ラ
ル
キ
ー
を
構
成
す
る
集
州
で
あ
っ
た
。
竹
内
は
「
イ
ン
テ
リ
と
民
衆
の
結

び
つ
き
」
二
國
氏
講
座
Ｉ
日
本
の
思
想
」
河
出
書
房
一
九
五
一
・
十
）
の

中
で
「
そ
れ
ぞ
れ
の
ギ
ル
ド
内
部
に
は
親
分
子
分
の
階
層
的
秩
序
が
支
配
し

て
い
て
、
獅
特
の
ヤ
ク
ザ
的
モ
ラ
ル
を
も
ち
、
仲
間
だ
け
し
か
わ
か
ら
ぬ
フ

チ
ョ
ウ
的
用
語
が
迪
川
し
て
い
る
。
ギ
ル
ド
の
オ
キ
テ
に
從
っ
て
、
外
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
略
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う

し
た
特
権
的
・
閉
釧
的
ギ
ル
ド
の
存
在
に
よ
っ
て
「
イ
ン
テ
リ
と
乢
衆
と
は
、

職
能
的
に
で
な
く
、
身
分
的
に
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
」
と
竹
内
は
考
え
る
。

「
イ
ン
テ
リ
は
、
全
鵲
川
會
の
頭
脳
作
川
を
機
能
的
に
代
表
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
ど
と
竹
内
は
述
べ
、
民
衆
と
イ
ン
テ
リ
の
有
機
的
結
合
を

何
よ
り
も
強
く
、
王
張
す
る
。
そ
れ
は
文
学
と
い
う
表
現
の
場
に
お
い
て
は
、

民
衆
の
生
活
と
そ
の
表
現
が
耐
結
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
竹
内
が

「
山
び
こ
學
校
」
を
商
く
評
価
す
る
動
機
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、

ま
た
文
璃
を
批
判
す
る
動
機
も
同
様
で
あ
る
。
『
山
び
こ
學
校
』
は
文
噸
と

い
う
枠
を
破
壊
し
、
身
分
的
に
抑
制
さ
れ
た
民
衆
表
現
の
可
能
性
を
す
く
い

上
げ
た
例
証
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
イ
ン
テ
リ
と
民
衆
の
乖
離
、
表
現
荷
と
読
肴
と
の
陥
た
り
を
解

消
す
る
も
の
と
し
て
竹
内
は
共
通
の
広
場
の
構
築
を
訴
え
る
。
「
共
迦
の
腐

場
」
と
い
う
言
葉
は
『
文
學
界
』
誌
上
で
行
わ
れ
た
座
談
会
「
現
代
日
本
の

知
的
運
命
」
二
文
學
界
』
一
九
五
皇
・
二
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
康
淡
会
で
は
文
学
行
や
政
治
家
と
い
っ
た
各
専
門
分
野
の
閉

鎖
性
が
問
題
と
な
り
、
そ
う
し
た
職
能
的
孤
立
を
ど
の
よ
う
に
解
浦
し
て
い

く
か
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
。
竹
内
は
実
現
が
Ｈ
指
さ
れ
る
そ
の
広

竹
内
好
論

場
を
「
共
通
の
広
場
（
私
の
註
を
加
え
れ
ば
、
脚
民
文
化
の
創
造
の
場
こ

と
理
解
し
、
そ
の
Ｈ
標
を
「
イ
ン
テ
リ
と
大
衆
の
隔
絶
状
態
を
な
く
す
こ
と

に
あ
る
」
と
考
え
、
そ
し
て
こ
の
Ⅱ
標
に
至
る
ま
で
に
障
壁
と
な
る
で
あ
ろ

う
方
法
論
的
問
題
の
「
そ
の
処
理
の
た
め
に
、
民
族
と
い
う
要
素
が
、
今
後
、

重
要
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
う
」
（
弓
共
通
の
廣
場
」
に
出
る
」

『
日
本
読
書
新
聞
」
》
九
五
二
・
二
・
十
一
三
と
述
べ
て
い
る
。
竹
内
は
民

族
を
国
民
文
学
の
表
現
主
体
・
読
者
主
体
と
し
て
位
置
付
け
た
が
、
そ
れ
は

イ
ン
テ
リ
と
大
衆
が
融
合
し
た
共
通
の
広
場
の
外
延
で
あ
る
と
同
時
に
広
場

そ
の
も
の
の
表
象
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
竹
内
が
考
え
る
こ
の

共
通
の
広
場
と
は
、
共
同
体
の
構
成
員
が
共
通
の
言
葉
で
話
し
合
え
る
場
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
竹
内
は
こ
の
共
通
の
言
葉
が
不
在
で
あ
る

と
考
え
る
。
竹
内
は
「
倒
語
が
成
立
し
て
い
る
か
い
な
い
か
（
私
は
い
な
い

と
思
う
こ
こ
文
學
の
、
律
性
な
ど
」
『
群
像
」
》
九
五
二
・
十
二
、
あ
る

い
は
「
こ
の
ご
ろ
は
、
教
育
の
〃
で
標
準
語
が
杣
當
に
杵
及
し
た
こ
と
は
、

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
は
ま
だ
ま
だ

低
い
も
の
で
は
な
い
か
」
二
『
剛
氏
の
文
學
』
と
こ
と
ば
」
『
文
學
」
暹
九
流

山
・
こ
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
竹
内
が
考
え
る
国
語
と
は
、
教
科
詩
的
な

言
語
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
法
律
や
公
文
書
、
あ
る
い
は
軍
隊
内

で
用
い
ら
れ
て
い
た
一
般
的
で
は
な
い
閉
鎖
的
な
言
語
を
解
体
し
た
後
に
構

築
さ
れ
る
国
民
の
全
て
に
通
用
す
る
稗
湿
的
言
語
を
意
味
し
て
い
た
。

竹
内
の
国
民
文
学
論
の
岐
も
薙
底
に
あ
る
戦
略
は
、
こ
の
よ
う
に
文
学
の

創
造
と
消
費
の
現
場
を
広
範
州
に
開
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
文
域
を
解
体

し
蒋
逓
的
言
語
を
川
い
て
氏
族
・
国
民
と
い
う
大
枠
に
文
学
生
産
・
文
学
浦
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贄
の
現
場
を
開
く
こ
と
、
竹
内
は
文
学
表
現
が
文
壇
に
占
有
さ
れ
ま
た
そ
こ

か
ら
の
み
文
学
衣
現
が
紡
ぎ
州
さ
れ
る
円
環
構
造
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
は
文
学
炎
現
１
文
腕
ｌ
文
学
表
現
の
関
係
が
、
文
剛
ｌ
文
学
表
現
１
文

域
の
関
係
に
倒
錨
し
閉
鋤
空
間
を
拡
大
Ⅳ
生
産
し
て
い
っ
た
文
学
の
現
場
を

も
う
一
度
原
初
の
状
態
に
戻
し
、
ｎ
閉
空
間
を
切
り
開
く
可
能
性
を
常
に
保

持
し
な
が
ら
岬
ぴ
新
た
な
文
学
表
現
を
生
産
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
竹
内
の
卿
氏
文
学
論
は
こ
の
Ｈ
的
の
た
め
に
砿
械
的
に
他
荷

の
導
入
を
図
っ
て
い
く
。

国
民
文
学
論
争
の
起
点
と
さ
れ
る
竹
内
伊
藤
鑿
と
の
往
復
書
簡
二
新

し
き
圃
民
文
学
へ
の
道
」
『
川
本
読
書
新
聞
」
一
九
五
二
・
五
・
十
四
）
に

は
既
に
そ
の
こ
と
を
兇
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
竹
内
は
伊
藤
へ
の
往
信
の

中
で
文
壇
文
学
へ
の
不
信
か
ら
脚
民
文
学
の
確
立
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
の
国
民
文
学
確
立
と
い
う
Ⅱ
的
の
た
め
の
談
論
を
ど
の
よ
う

に
綿
成
し
て
い
く
べ
き
か
を
問
い
、
そ
し
て
近
代
主
義
反
近
代
主
義
に
批

評
家
・
研
究
骨
の
思
考
様
式
を
脈
分
け
し
整
即
を
試
み
た
。
竹
内
の
こ
う
し

た
整
即
方
法
は
独
創
的
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
矧
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
「
同
じ
国
民
文
学
の
捉
咄
荷
に
も
、
桑
原
氏
の
よ

う
な
近
代
主
義
的
な
立
場
か
ら
す
る
も
の
と
、
そ
の
反
対
な
も
の
と
が
あ
る

わ
け
で
す
。
二
つ
の
派
が
脚
氏
文
学
の
規
定
づ
け
を
争
う
わ
け
で
あ
っ
て
、

こ
の
対
立
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
問
題
を
実
践
的
解
決
に
向
っ
て
進
め
る

上
に
有
益
だ
と
い
え
ま
す
」
と
竹
内
が
述
べ
て
い
る
筒
所
で
あ
る
。
つ
ま
り

竹
内
に
と
っ
て
国
乢
文
学
と
は
、
所
与
の
実
在
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
規

定
付
け
る
議
論
の
実
践
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
竹
内
は
「
私
は
さ
ら
に
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
朧
史
家
や
言
語
学
者
や
、
民
俗
学
苫
の
参
加
を
期
待
し

ま
す
」
と
述
べ
、
こ
の
実
践
の
場
に
噂
門
外
の
人
間
を
介
入
さ
せ
よ
う
と
試

み
る
の
で
あ
る
。
共
迦
の
広
場
の
描
築
を
念
頭
に
樅
く
竹
内
が
こ
の
よ
う
に

述
べ
る
こ
と
は
殊
更
奇
災
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
竹
内
の
言
葉
を
他
苫

へ
の
寛
容
と
舞
え
て
は
な
ら
な
い
。
伊
縢
が
返
偏
の
巾
で
「
同
◇
の
批
判
堆

準
の
確
立
」
を
捉
起
し
た
こ
と
に
符
え
て
、
竹
内
は
そ
の
よ
う
な
一
吋
的
な

裁
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
「
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
對
戒
を
は
っ
き
り
さ

せ
て
行
っ
て
、
お
几
い
の
對
立
を
含
み
合
い
理
解
し
合
う
形
で
、
も
っ
と
高

い
次
元
で
の
結
び
つ
き
を
待
つ
方
が
よ
い
の
じ
や
な
い
か
。
ど
う
も
い
い
か

げ
ん
な
と
こ
ろ
で
妥
協
し
て
し
ま
う
癖
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
め
て
行

き
た
い
と
思
い
ま
す
」
（
座
談
會
「
剛
民
文
學
の
方
呵
」
『
群
像
』
一
九
五

二
・
八
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
竹
内
に
と
っ
て
国
民
文
学
論
と
い
う
実

践
の
場
は
非
妥
協
的
な
議
論
を
永
続
さ
せ
る
場
で
あ
り
、
竹
内
は
そ
こ
で
常

に
衝
突
を
堆
成
さ
せ
る
た
め
に
絶
え
ず
他
荷
を
引
き
ず
り
込
む
こ
と
を
意
図

し
て
い
る
の
だ
。
文
堀
解
体
と
阿
民
文
学
確
立
と
い
う
刈
初
の
Ⅱ
的
を
果
た

す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
袴
兄
の
範
州
で
も
ｎ
人
を
越
え
る
諭
将
が
参
加
し

た
戦
後
国
民
文
学
論
争
は
文
域
・
学
界
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
横
断
す
る
ポ

リ
フ
ォ
ニ
ー
を
出
現
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
文
学
を
巡
る
議
論
の

場
を
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
竹
内
の
企
図
は
確
か
に
実
践
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。と

こ
ろ
で
百
○
三
の
め
」
の
語
源
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
竹
内
の
国
民
文

学
論
の
実
践
、
即
ち
共
同
体
の
構
成
員
（
民
族
・
同
民
）
を
当
該
議
論
へ
参

加
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
場
の
編
成
を
「
政
治
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
川
能
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で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
狭
義
の
政
治
、
例
え
ば
「
黛
派
的
に
中
立
と
い
う
の
が

本
誌
の
建
て
前
だ
が
、
國
民
文
學
の
創
造
と
い
う
目
標
に
對
し
て
は
中
立
で

一
一
Ｊ
｜

は
あ
り
え
な
い
」
（
「
編
集
後
記
」
『
文
學
一
一
九
五
一
一
・
十
二
）
と
い
っ
た

熱
の
表
現
が
含
意
す
る
政
論
と
は
異
な
る
「
政
治
」
概
念
で
あ
る
。
こ
の

「
政
治
」
概
念
を
前
捉
と
す
る
時
、
竹
内
の
国
民
文
学
論
が
政
治
的
か
非
政

治
的
か
と
問
い
得
る
二
項
対
立
的
な
位
相
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
竹
内

の
議
論
に
お
け
る
政
治
性
を
批
判
す
る
際
に
我
々
が
扣
保
と
し
て
い
た
非
政

治
的
位
相
の
幻
想
は
跡
形
も
な
く
粉
砕
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
何
様
に
非

政
治
的
で
あ
る
と
批
判
す
る
際
の
政
治
的
立
場
も
次
元
が
異
な
る
。
）
政
治

の
優
位
性
諭
が
描
定
す
る
政
治
や
国
民
脚
家
批
判
が
対
象
化
す
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
政
治
性
は
、
竹
内
が
創
出
す
る
「
政
治
」
空
間
の
埒
内
に
あ
る
。

竹
内
の
国
民
文
学
論
が
そ
の
他
凡
百
の
議
論
を
突
き
抜
け
て
い
る
の
は
、
こ

の
全
構
成
員
を
議
論
に
巻
き
込
む
と
い
う
「
政
治
」
の
実
践
に
あ
り
、
そ
れ

は
政
治
的
か
否
か
と
問
い
得
る
些
細
な
二
項
対
立
を
無
効
化
す
る
ラ
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
に
貫
か
れ
て
い
る
の
だ
。
我
々
は
竹
内
の
議
論
に
介
入
す
る
に
淵
た

っ
て
は
常
に
既
に
「
政
治
」
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
竹
内
や
刷

災
文
学
論
が
政
治
的
か
奔
か
の
問
題
系
は
全
く
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
で

我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
狭
義
の
政
治
を
軸
と
し
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘

争
で
は
な
く
、
こ
の
「
政
治
」
の
場
そ
れ
ｎ
体
に
対
す
る
態
度
決
定
で
あ
る
。

だ
が
我
々
は
そ
の
前
に
こ
れ
ま
で
翔
保
し
て
い
た
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
竹
内
は
な
ぜ
「
政
治
」
の
場
で
文
学
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

竹
内
好
諭

竹
内
に
と
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ツ
シ
ュ
に
倭
小
化
さ
れ
た
政
策
と
し
て
の
政

治
は
無
用
だ
っ
た
が
、
し
か
し
開
か
れ
た
議
論
の
場
と
い
う
「
政
治
」
空
間

は
国
民
文
学
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
竹
内
の
国
民
文
学
論
に
は

「
政
治
」
が
当
為
で
あ
っ
た
が
、
で
は
そ
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
竹
内
の
想
定
す
る
卿
氏
文
学
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
《
』

竹
内
の
Ⅱ
的
は
、
国
民
文
学
確
立
の
た
め
の
場
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
必
然
国
民
文
学
そ
の
も
の
を
確
立
す
る
こ
と
も
Ⅱ
的
と
し
て
い
た
。

論
争
の
渦
中
に
お
い
て
竹
内
は
「
剛
氏
文
學
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し

な
い
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
え
が
く
こ
と
さ
え
も
、
十
分
に
は
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て

い
な
い
」
二
剛
民
文
學
の
問
題
鮎
」
）
と
、
国
虻
文
学
を
不
在
の
形
式
と
し

て
位
置
付
け
議
論
の
與
降
を
促
す
が
、
し
か
し
竹
内
は
国
民
文
学
論
争
に
先

行
し
て
独
自
の
国
民
文
学
概
念
を
想
定
し
て
い
た
。

平
野
縦
・
荒
正
人
と
中
野
重
治
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
政
治
と
文
学
」
論

争
を
批
判
し
た
「
中
國
文
學
の
政
沿
的
性
格
」
二
恩
索
」
一
九
四
八
・
九
）

の
中
で
、
竹
内
は
「
日
本
で
は
、
政
治
と
文
學
と
い
う
問
題
の
立
て
方

↓
、
↓
、

が
、
青
野
季
占
以
來
の
、
歴
史
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
世
界

中
に
、
こ
ん
な
形
で
川
題
を
川
し
て
く
る
文
學
は
、
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
、
政
治
が
Ⅱ
的
化
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
問
題
機

制
の
在
り
方
を
「
後
進
剛
の
型
」
と
呼
ん
だ
Ｑ
竹
内
に
よ
れ
ば
「
政
治
は
、

文
學
が
そ
こ
か
ら
ｎ
分
を
引
き
川
し
て
く
る
場
」
で
あ
り
「
文
學
が
社
會
的

〈
政
治
／
文
学
〉
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に
開
放
さ
れ
た
形
で
あ
れ
ば
、
場
の
問
題
が
慨
値
の
問
魑
と
混
刷
さ
れ
て
文

學
の
内
部
に
も
ち
こ
ま
れ
る
は
ず
が
な
と
。
「
文
単
荷
が
、
文
學
の
川
越
に

つ
い
て
發
言
す
る
こ
と
が
同
時
に
政
治
的
な
發
言
で
あ
り
う
る
」
の
だ
。
竹

内
は
中
国
を
例
に
と
り
、
中
国
文
学
に
は
そ
の
よ
う
な
「
政
治
」
と
文
学
の

区
別
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

矛
盾
は
、
戦
後
に
、
中
國
文
學
の
方
向
に
つ
い
て
戦
後
も
戦
争
中
と

》
、
》
、

愛
り
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
對
Ｈ
的
に
は
民
、
悪
の
徹
底
、
對
外
的
に
は
一

切
の
帝
剛
生
表
か
ら
の
猫
立
に
根
本
の
Ⅱ
標
が
あ
り
、
そ
の
線
の
ｔ
で

個
々
の
文
學
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
書
い
て
い

る
。
こ
れ
は
日
本
の
文
學
者
か
ら
見
れ
ば
、
政
治
的
な
發
言
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
躯
寳
ま
た
、
Ⅱ
本
で
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
っ

た
ら
、
そ
う
な
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
中
國
で
は
、
そ
う
で
な

↓
、
『
、

い
。
矛
盾
の
見
方
に
對
す
る
も
の
で
も
、
そ
れ
が
文
學
的
發
言
で
あ
る

こ
と
を
疑
う
も
の
は
な
い
。
そ
こ
に
政
治
感
覺
の
ち
が
い
が
あ
る
。

（
中
略
）

↓
屯
↓
、

「
民
主
と
獅
硴
」
と
い
う
矛
盾
の
主
張
は
、
か
れ
の
文
學
的
發
言
で

あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
國
民
的
意
志
を
商
度
に
集
中
的
に
表
現

し
た
言
葉
だ
と
恩
う
。
そ
の
よ
う
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
肚
會

構
造
の
近
代
性
、
し
た
が
っ
て
ま
た
文
學
の
國
民
文
學
性
（
規
模
は
ま

だ
小
さ
い
が
、
こ
れ
は
時
間
の
川
題
だ
）
に
よ
る
。
そ
れ
は
中
國
人
の

總
葱
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
だ
か
ら
文
學
的
で
あ
る
。

竹
内
は
「
Ⅱ
常
的
な
婆
求
が
、
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
い
っ
て
政
治
的
要
求

に
組
織
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
に
文
學
的
衣
現
を
與
え
る
の
は
文
學
粁
の
蛍

任
で
あ
り
、
そ
の
責
任
が
文
學
者
に
自
斑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
も
述

べ
、
「
政
治
」
と
文
学
の
不
可
分
な
関
係
を
強
調
し
て
い
た
。
竹
内
の
脚
民

文
学
概
念
に
は
こ
の
よ
う
な
「
政
治
」
と
文
学
の
砿
牌
的
決
定
が
含
意
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
政
治
」
と
文

学
が
そ
の
ま
ま
同
一
化
さ
れ
る
と
竹
内
が
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
竹
内
が
考
え
る
「
政
治
」
と
文
学
の
関
係
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。

「
政
治
」
と
文
学
の
関
係
に
対
す
る
竹
内
の
原
理
的
な
考
察
は
既
に

『
魯
迅
」
（
日
本
評
論
杜
一
九
川
四
・
十
二
の
中
に
表
れ
て
い
る
。
竹
内

は
こ
の
中
で
「
政
治
と
文
學
の
關
係
は
、
從
噛
關
係
や
、
杣
剋
關
係
で
は
な

い
。
政
治
に
迎
合
し
、
あ
る
ひ
は
政
治
を
向
眼
硯
す
る
も
の
は
、
文
學
で
な

い
。
眞
の
文
學
と
は
、
政
治
に
お
い
て
自
己
の
影
を
破
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
は
ば
政
治
と
文
學
の
關
係
は
、
矛
哨
的
脚
己
川
の
關
係
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
た
。
稗
迅
の
読
解
を
通
じ
て
竹
内
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
政
治
」

と
文
学
の
関
係
性
を
静
的
な
対
称
性
へ
と
固
定
化
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ

る
。
文
学
を
功
利
的
な
政
治
の
手
段
と
化
す
こ
と
、
な
ら
び
に
文
学
を
「
政

治
」
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
純
粋
な
作
品
と
し
て
倭
小
化
す
る
こ
と
、
こ
れ

ら
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
い
ず
れ
に
も
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
「
政
治
」
と
文

学
の
関
係
性
に
お
け
る
動
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
竹
内
は
次
の
よ
う

に
も
述
べ
て
い
る
。

四

|几I



こ
の
よ
う
に
竹
内
に
と
っ
て
「
政
治
」
と
文
学
の
対
立
は
知
絲
的
な
二
噸

対
立
で
は
な
い
ヨ
身
に
動
を
集
め
た
極
致
的
な
静
の
形
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
逆
動
体
と
し
て
の
文
学
概
念
、
そ
し
て
自
己
生
成
を
機
能
不
全
に
雌

め
る
「
州
對
的
の
枇
界
」
の
否
認
は
、
い
ず
れ
も
「
政
治
」
と
文
学
の
対
立

を
対
称
的
・
間
定
的
に
把
捉
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
竹
内
に
と
っ
て

「
政
洽
」
と
文
学
の
対
け
ば
、
文
学
雌
成
の
動
的
過
程
そ
の
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
竹
内
の
こ
う
し
た
弁
証
法
的
思
惟
の
過
程
で
、
我
々
は
「
政
治
」

と
文
学
が
揚
棄
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
「
政
治
」
と
文
学
を
区

政
冶
は
行
動
で
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
れ
に
對
決
す
る
も
の
も
ま
た
行

動
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
學
は
行
動
で
あ
る
。
観
念
で
は
な
い
。
し

か
し
そ
の
行
動
は
、
行
動
を
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
行
動

で
あ
る
。
文
學
は
、
行
動
の
外
に
で
な
く
、
行
動
の
中
に
、
処
鱒
す
る

球
の
杣
の
や
う
に
、
今
身
に
動
を
集
め
た
極
致
的
な
静
の
形
で
、
あ
る
。

（
叩
略
）

眞
の
文
學
は
、
政
治
に
反
對
せ
ず
、
た
だ
政
治
に
よ
っ
て
自
己
を
支

へ
る
文
學
を
唾
棄
す
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
な
ぜ
唾
棄
す
る
か
と
云

へ
ば
、
そ
の
や
う
な
相
對
的
の
世
界
は
「
凝
固
し
た
世
界
」
で
あ
り
、

ｎ
己
碓
成
は
行
は
れ
ず
、
從
っ
て
文
學
荷
は
死
滅
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら

で
あ
る
。
文
學
の
唯
れ
る
根
元
の
場
は
、
常
に
政
治
に
取
巻
か
れ
て
ゐ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
文
學
の
花
を
咲
か
せ
る
た
め
の
苛
烈
な

川
然
條
件
で
あ
る
。

竹
内
好
諭

別
し
得
る
。
「
政
治
」
と
い
う
場
か
ら
文
学
が
脚
身
を
引
き
出
し
て
く
る
時
、

そ
の
動
的
過
程
は
一
旦
停
止
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
で
は

我
々
は
国
民
文
学
に
お
い
て
「
政
論
」
と
文
学
を
区
別
で
き
る
の
か
、
ま
た

区
別
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
な
ぜ
で
き
る
の
か
。

竹
内
は
「
中
剛
の
近
代
と
Ｈ
本
の
近
代
」
（
「
東
洋
文
化
溝
廊
第
三
巻
」
白

Ⅱ
書
院
一
九
四
八
・
十
二
で
こ
の
問
い
に
棒
え
て
い
る
。
竹
内
は
こ
こ

で
「
Ａ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ａ
が
非
Ａ
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
Ａ
と
非
Ａ
の
関
係
を
本
稿
の
文
脈
に
置
換
す
れ

ば
、
Ａ
（
文
学
）
非
Ａ
（
政
治
）
と
な
る
だ
ろ
う
。
文
学
は
「
政
治
」
を

奔
走
的
媒
介
と
し
姓
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
我
々
が
注
Ⅱ
す
べ
き
は
Ａ
と
非
Ａ

の
対
称
関
係
で
は
な
く
、
Ａ
と
非
Ａ
を
結
び
つ
け
て
い
る
述
語
で
あ
る
。
Ａ

と
非
Ａ
を
結
節
す
る
排
除
と
い
う
述
諦
は
諭
珊
的
に
正
し
い
が
、
し
か
し
そ

の
論
理
的
胚
し
さ
は
な
ぜ
正
し
い
の
か
。
竹
内
は
述
語
の
位
杣
に
お
け
る
内

部
と
外
部
の
籠
異
に
注
Ｈ
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
國
文
學
を
後
進
幽
文
単
と
し
て
映
す
Ⅱ
本
文
學
の
Ｈ
は
、
中
幽
文

學
を
正
し
く
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
正
し
く
ｌ
ま
さ
に
「
正
し
く
」

↓
、
↓
、

で
あ
る
。
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
ｆ
し
く
、
時
間
空
間
を
二
次
限
に
引
き
な

お
し
て
兄
せ
る
こ
と
に
お
い
て
の
「
正
し
く
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分

が
歴
史
に
は
い
り
こ
ま
な
い
で
、
歴
史
と
い
う
コ
オ
ス
を
走
る
競
馬

を
外
か
ら
眺
め
て
い
る
。
自
分
が
歴
史
へ
は
い
り
こ
ま
な
い
か

ら
、
歴
史
を
充
實
さ
せ
る
抵
抗
の
契
機
は
見
失
わ
れ
る
が
、
そ
の
か
わ

り
、
ど
の
馬
が
勝
つ
か
は
よ
く
見
え
る
。
中
國
馬
は
お
く
れ
て
い
る
。

四
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竹
内
は
こ
こ
で
我
々
の
認
識
論
的
布
縦
の
限
界
に
触
れ
て
い
る
。
蛎
象
の

血
し
さ
は
歴
史
（
Ⅱ
動
的
過
秘
）
を
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
我
々
が
物
邪
を
ｆ
し
く
兄
ら
れ
る
こ
と
、
即
ち
Ａ
と
非
Ａ

が
一
つ
の
述
語
に
よ
っ
て
結
節
さ
れ
る
こ
と
は
動
的
過
梶
の
疎
外
と
い
う
一

定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
で
し
か
機
能
し
な
い
「
派
し
さ
」
な
の
だ
。
竹
内
の

こ
う
し
た
認
識
論
を
本
柚
に
援
用
す
る
な
ら
ば
、
「
政
論
」
と
文
学
が
対
立

し
て
い
る
と
見
え
る
こ
と
、
そ
の
認
識
の
「
止
し
さ
」
は
そ
れ
ら
の
対
立
を

対
立
と
し
て
傭
鰍
で
き
る
者
の
み
が
持
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
そ
の
超
越
的
視
点
に
立
つ
も
の
は
常
に
運
動
の
外
部
に
位
置

す
る
。
つ
ま
り
「
政
治
」
と
文
学
の
↓
項
対
立
を
析
州
し
得
る
我
々
は
他
行

な
の
だ
。

こ
こ
で
竹
内
の
国
民
文
学
論
が
他
者
を
「
政
治
」
空
間
に
引
き
ず
り
込
む

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
「
政
治
」
空
間
か

ら
自
身
を
現
象
さ
せ
る
阿
民
文
学
に
お
い
て
、
「
政
治
」
と
文
学
を
整
然
と

区
別
し
得
る
超
越
性
な
ど
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

「
政
治
」
と
い
う
場
か
ら
文
学
が
生
成
さ
れ
る
そ
の
動
的
な
現
場
に
立
ち
会

う
限
り
、
そ
こ
で
は
「
政
治
」
と
文
学
の
対
立
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
国
民
的
意
志
を
高
度
に
集
中
化
し
た
国
民
文
学
は
、
「
政
治
」

的
で
あ
り
か
つ
文
学
的
な
も
の
と
し
て
両
義
的
に
確
立
さ
れ
る
の
だ
。
我
々

Ⅱ
本
馬
は
ど
ん
ど
ん
抜
い
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
見
え
る
ｃ
そ
し
て
、

そ
う
見
え
る
こ
と
は
正
し
い
。
正
し
く
見
え
る
の
は
自
分
が
走
っ
て
い

な
い
か
ら
だ
。

は
竹
内
の
国
民
文
学
論
に
巻
き
込
ま
れ
る
時
、
国
民
文
学
の
中
に
「
政
治
」

と
文
学
の
区
別
と
い
う
明
瞭
な
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。

竹
内
は
Ⅲ
民
文
学
を
ｎ
律
性
を
持
っ
た
文
学
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
し

か
し
竹
内
の
・
一
両
う
自
律
性
は
「
そ
れ
は
た
だ
政
治
か
ら
ｎ
分
を
価
別
す
る
と

い
う
こ
と
の
な
か
に
働
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
」
（
野
間
宏

「
圃
民
文
學
に
つ
い
て
」
「
人
災
文
学
」
・
九
（
三
・
九
）
と
受
け
取
ら
れ
た
。

こ
れ
に
反
論
し
て
竹
内
は
「
私
は
、
政
治
と
文
學
と
は
機
能
的
に
腿
別
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
眼
帳
し
た
だ
け
で
あ
る
。
文
學
は
政
治
を
代
行
し

え
ず
、
政
論
は
文
學
を
代
行
し
え
な
い
。
Ⅱ
的
は
全
人
間
の
解
放
で
あ
り

（
中
略
）
そ
の
目
的
に
た
い
し
て
政
治
と
文
學
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
伽
か
ら

責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
責
任

を
も
っ
て
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ⅱ
的
の
た
め
に
有
機
的
に
結
ば
れ
た
も

の
が
、
境
の
、
神
性
で
あ
る
」
（
「
文
學
の
、
律
性
な
ど
」
傍
点
引
川
行
）
と

述
べ
て
い
る
。
椎
に
も
即
解
さ
れ
な
か
っ
た
竹
内
の
「
文
學
の
、
律
性
」
が

意
味
す
る
の
は
、
文
学
創
造
の
場
に
お
い
て
「
政
治
」
と
文
学
を
実
体
的
に

ば
別
し
得
る
超
越
的
な
視
点
の
不
在
だ
っ
た
の
だ
。
竹
内
は
「
文
學
は
政
治

に
た
よ
ろ
う
と
し
、
政
治
は
文
學
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
な
れ
あ

っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
學
は
文
學
と
し
て
弱
く
、
政
治
に
は
倫
理
的
な

ｎ
立
性
が
乏
し
い
”
だ
か
ら
恩
想
性
が
は
っ
き
り
し
な
い
」
（
「
中
剛
文
學
と

ヒ
ュ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
」
『
人
間
」
一
九
四
八
・
十
二
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
政

治
と
文
学
の
対
立
に
腐
心
し
饒
舌
を
弄
す
る
非
行
勤
者
に
対
し
て
竹
内
は
問

涛
無
川
と
言
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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竹
内
は
「
敵
を
倒
す
唯
一
の
方
法
で
あ
る
對
決
」
に
至
る
た
め
に
は
「
相

手
の
發
生
根
擴
に
立
ち
入
っ
て
、
内
在
批
評
を
試
み
」
（
「
近
代
主
義
と
民
族

の
問
題
」
『
文
學
」
一
九
五
一
・
九
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

本
稿
は
竹
内
に
従
っ
て
竹
内
に
対
す
る
内
在
批
評
を
試
み
て
き
た
が
、
こ
れ

ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
は
竹
内
の
国
民
文
学
論
に
お
け
る
「
政
治
非
政

治
」
・
「
政
治
文
学
」
の
二
項
対
立
の
失
効
で
あ
っ
た
。
竹
内
は
こ
れ
ら

の
対
立
を
流
動
化
さ
せ
そ
の
対
立
ｎ
体
を
機
能
不
全
に
陥
れ
る
。
ゆ
え
に
竹

内
の
議
論
に
政
治
を
析
出
し
批
判
す
る
こ
と
、
そ
の
担
保
と
し
て
文
学
の
純

粋
さ
を
全
科
正
条
と
す
る
こ
と
は
、
竹
内
の
議
論
以
下
に
あ
る
。
し
か
し

我
々
に
は
ま
だ
三
唄
対
厳
は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
竹
内
の
Ⅲ
民
文
学
論

と
結
託
し
そ
の
議
論
の
場
を
維
持
す
る
か
ま
た
は
拒
絶
す
る
か
の
対
炊
で
あ

る
。
私
の
考
え
で
は
、
竹
内
の
国
民
文
学
論
は
等
閑
視
で
き
な
い
錯
誤
の
存

在
に
よ
っ
て
抓
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
即
川
を
以
下
に
結
論
と

し
て
従
不
す
る
が
、
し
か
し
我
々
は
そ
の
論
即
を
こ
れ
ま
で
の
論
述
に
お
い

て
既
に
手
に
し
て
い
る
・
竹
内
へ
の
批
判
を
竹
内
の
論
理
を
以
て
行
う
こ
と
、

即
ち
「
相
手
の
や
り
方
を
相
手
に
適
用
す
る
」
（
稗
迅
ヨ
フ
ェ
ア
プ
レ
ィ
』

は
い
す
ぎ
る
」
『
魯
迅
作
舳
柴
３
』
竹
内
好
訳
筑
摩
詳
房
一
九
六
六
・

十
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
の
場
そ
れ
自
体
が
孕
む
矛
盾
が
開
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
竹
内
の
国
民
文
学
論
は
な
ぜ
抓
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

〈
結
託
／
拒
絶
〉

竹
内
好
諭

そ
れ
は
他
荷
を
議
論
に
引
き
入
れ
る
共
通
の
広
場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
国
民

文
学
創
造
の
場
を
、
他
な
ら
ぬ
竹
内
Ｈ
身
が
閉
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
容
易
に
看
取
で
き
る
の
は
、
Ⅲ
植
民
地
、
特
に
朝
鮮
に
対
す
る
竹
内

の
無
関
心
で
あ
ろ
う
。
日
本
政
府
は
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
の
締
結
に

よ
っ
て
よ
う
や
く
旧
植
民
地
の
領
有
権
を
放
棄
し
朝
鮮
の
独
立
を
認
め
た

が
、
そ
れ
と
同
時
に
内
地
戸
籍
を
持
た
な
い
中
国
・
台
湾
・
朝
鮮
人
及
び
婚

姻
等
に
よ
っ
て
内
地
戸
燕
か
ら
除
燕
さ
れ
た
者
の
Ｈ
本
国
籍
を
剥
奪
し
た
。

竹
内
の
国
民
文
学
論
は
、
そ
の
議
論
が
ま
さ
に
実
践
さ
れ
て
い
る
時
代
の
渦

中
に
国
民
で
な
く
な
っ
た
人
々
に
対
し
て
注
意
を
向
け
る
必
要
を
感
じ
て
い

Ｈ

な
い
。
Ｈ
本
に
限
定
さ
れ
た
民
族
・
脚
民
概
念
は
こ
う
し
た
非
Ⅱ
本
民
族
・

国
民
を
冷
厳
に
排
除
す
る
。
竹
内
が
設
定
す
る
「
政
治
」
空
間
へ
の
参
入
に

は
こ
う
し
た
資
格
要
件
が
予
め
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

史
に
Ⅲ
民
文
学
論
へ
の
参
加
賓
格
を
も
う
一
つ
、
竹
内
と
野
間
宏
の
縦
諭

の
間
に
見
川
す
こ
と
が
で
き
る
。
竹
内
と
野
間
の
問
に
は
文
学
の
自
律
性
を

巡
っ
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
野
間
は
竹
内
が
唱
え
る
文
学
の
、
律
性
概

念
の
空
隙
を
突
き
、
「
私
は
竹
内
氏
が
文
學
の
、
律
性
と
い
う
・
同
業
を
使
っ

た
と
き
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
そ
の
ｎ
神
性
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
る
の
か
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
こ
の
文
學

の
自
律
性
の
内
容
、
ま
た
そ
の
考
え
方
そ
の
も
の
が
現
在
大
き
く
煙
ろ
う
と

し
て
い
る
こ
と
に
對
し
て
、
十
分
考
え
つ
く
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
」

二
國
民
文
學
に
つ
い
て
己
と
竹
内
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
野
間
は
自
ら
が

考
え
る
文
学
の
自
律
性
概
念
を
も
と
に
国
民
文
学
を
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
抵
抗
文

学
と
概
念
化
し
て
い
く
の
だ
が
、
方
竹
内
は
共
産
党
の
綱
領
を
文
学
理
論

四
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に
援
用
す
る
野
間
に
対
し
て
「
黛
貝
藝
術
家
の
悲
劇
」
を
見
取
り
、
「
政
治

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
ま
ま
文
學
に
適
川
し
た
と
い
う
印
象
を
私
に
與
え

る
」
（
「
文
學
の
自
律
性
な
ど
豈
野
間
を
批
判
し
た
。
竹
内
と
野
間
は
共
産

党
綱
領
の
扱
い
を
巡
っ
て
一
見
対
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
ｃ
だ
が
、

注
Ⅱ
す
べ
き
は
竹
内
と
野
間
の
対
立
で
は
な
く
結
託
で
あ
る
。

竹
内
と
野
間
の
向
背
は
、
菊
池
憲
一
が
「
竹
内
好
氏
と
野
間
宏
氏
と
は
、

ま
る
で
二
カ
国
会
談
に
出
席
し
た
両
国
外
相
の
あ
い
さ
つ
と
い
っ
た
Ｔ
合

に
、
話
を
か
わ
し
て
い
る
」
二
国
民
文
学
論
の
教
訓
」
）
と
椰
楡
す
る
よ
う

に
、
実
は
対
立
な
ど
し
て
い
な
い
。
向
粁
は
「
私
た
ち
は
Ⅱ
本
文
単
の
危
機

の
日
覺
の
上
に
た
っ
た
竹
内
好
氏
の
出
發
点
を
そ
の
ま
ま
み
と
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
〈
野
間
「
剛
民
文
學
に
つ
い
て
ご
「
野
間
氏
の
意
見
は
、
全
將

と
し
て
は
、
私
の
考
え
と
お
な
じ
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
私
は
、
全
罷
と

し
て
は
そ
れ
に
サ
ン
セ
イ
で
あ
る
」
（
竹
内
「
文
學
の
自
律
性
な
ど
」
）
と
述

べ
合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
結
託
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
概
念
の
一

致
に
山
米
す
る
。
で
は
彼
ら
の
考
え
る
文
学
と
は
何
か
、
竹
内
と
野
間
は
そ

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

讃
滑
の
要
求
は
素
朴
で
あ
る
が
、
素
朴
な
だ
け
に
職
業
作
家
の
よ
う

に
文
學
の
本
質
を
兇
失
う
こ
と
は
な
い
。
か
れ
ら
は
待
っ
て
い
る
。
期

待
を
か
け
て
、
辛
抱
強
く
待
っ
て
い
る
。
失
蝋
し
な
が
ら
も
、
失
望

、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
き
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
か
れ
ら
は
「
魂
の
教
師
」
の
出
現
を
待

っ
て
い
る
の
だ
。
自
身
の
モ
ラ
ル
を
ふ
ま
え
て
附
足
で
大
地
に
立
ち
た

い
と
い
う
や
み
が
た
い
願
望
に
か
ら
れ
て
、
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。

竹
内
が
向
身
に
向
け
ら
れ
た
多
く
の
批
判
の
中
か
ら
肝
間
だ
け
を
ま
と
も

な
談
論
の
相
手
に
選
ん
だ
瑚
由
は
、
こ
の
よ
う
に
魂
と
し
て
の
文
学
概
念
を

共
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
竹
内
は
対
立
の
存
在
を
常
態
化
し
決
し
て
妥

協
し
な
い
こ
と
を
議
論
の
場
に
お
け
る
鉄
則
と
し
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し

竹
内
と
野
間
の
よ
う
に
議
論
以
前
よ
り
結
託
し
、
議
論
の
場
に
お
け
る
妓
低

綱
領
に
魂
と
し
て
の
文
学
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
他
者
を
議
論

に
導
入
す
る
と
い
う
国
民
文
学
論
の
実
践
的
契
機
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
竹

内
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
「
對
立
し
た
ま
ま
で
進
行
し
て
ゆ
く
」
二
剛
民

文
學
の
方
向
」
）
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
福
田
恒
存
は
竹
内
を
批
判

し
「
理
解
し
あ
ふ
對
立
と
は
八
両
長
の
こ
と
で
し
か
あ
る
ま
い
。
對
立
す
る

以
上
、
無
川
解
が
前
捉
と
し
て
必
要
で
あ
ら
う
」
（
「
剛
氏
文
學
に
つ
い
て
こ

と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の
福
川
の
主
張
は
全
く
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
認
識
を

（
竹
内
「
亡
國
の
歌
」
傍
点
引
用
者
）

私
た
ち
の
め
ざ
す
こ
の
脚
民
文
學
と
は
、
現
在
の
植
民
地
下
の
Ｈ
本

民
族
の
生
活
の
苦
し
み
や
、
喜
び
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
表
現
し
そ
れ

を
徹
底
的
に
解
放
す
る
文
學
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
近
代
文
學

は
拒
と
し
て
小
市
民
層
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
小
心
に
な
っ
て
き
て

生
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
は
ま
だ
Ⅱ
本
国
民
全
体
の
心
と
魂
を

解
放
す
る
形
式
を
つ
く
り
だ
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
の
点

を
は
っ
き
り
と
批
判
し
て
ほ
ん
と
う
に
ひ
ろ
く
深
く
国
民
の
な
か
に
わ

け
人
っ
て
そ
の
魂
を
解
放
し
、
表
現
す
る
文
學
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

、
、
、
、

の
で
あ
る
。
（
野
間
「
剛
民
文
學
に
つ
い
て
」
傍
点
引
用
荷
）
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共
有
し
な
い
他
荷
と
の
議
論
、
そ
の
瞥
藤
や
摩
擦
に
よ
っ
て
こ
そ
認
識
は
高

次
へ
と
揚
棄
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
国
民
文
学
論
の
倭
小
化
と
と
も
に
、
竹
内
は
自
身
の
国
民
文
学
概
念

そ
の
も
の
も
裏
切
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
魂
と
し
て
の
文
学
に
は
「
政
治
」

と
文
学
の
臨
界
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
動
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
な
い
。
こ
の

よ
う
に
党
興
文
学
者
の
主
張
し
た
政
論
は
お
ろ
か
、
自
身
が
編
成
す
る
「
政

治
」
を
も
形
骸
化
し
た
、
魂
と
し
て
の
国
民
文
学
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は

竹
内
剛
身
の
立
ち
位
慨
に
あ
る
。

竹
内
は
「
私
は
い
つ
も
幣
即
ば
か
り
や
っ
て
い
る
よ
う
で
、
氣
が
さ
す
の

だ
が
、
こ
の
場
合
、
轄
即
は
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
（
中
略
）
問
題
に
近
づ

く
方
法
と
し
て
、
整
理
に
よ
る
の
が
便
利
で
あ
る
」
二
剛
民
文
學
の
問
題
鮎
」
）

と
自
身
を
整
理
役
に
位
置
づ
け
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
の
位
相
を
論
争
の
外
部

に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
竹
内
は
こ
の
位
置
か
ら
議
論
を
編
成

し
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
努
め
て
政
治
を
排
除
し
て
い
く
が
、
文
学
へ
の

政
治
の
介
入
を
兄
分
け
る
た
め
に
、
身
は
決
し
て
談
論
の
場
に
降
り
て
こ
な

い
。
竹
内
が
反
調
す
る
の
は
「
・
つ
の
Ⅱ
標
が
争
わ
れ
る
の
は
望
ま
し
い
」

二
新
し
き
剛
民
文
学
へ
の
逆
」
）
と
い
う
独
蒋
的
な
定
即
の
み
で
あ
る
。
竹

内
自
身
の
手
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
議
論
「
政
治
」
の
場
で
提
唱
者
自
身

が
、
己
疎
外
し
、
国
民
文
学
は
議
論
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
自
説
を
唯
一
の

説
と
し
て
論
争
の
場
に
強
要
す
る
こ
と
を
、
我
々
は
「
暴
力
」
と
し
て
認
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
我
々
に
は
抑
圧
装
侭
と
し
て
機
能
す
る
こ

の
よ
う
な
同
氏
文
学
論
の
場
を
維
持
す
る
理
由
は
な
い
。

だ
が
我
々
は
竹
内
の
国
民
文
学
論
に
お
け
る
論
珊
機
制
全
て
を
否
認
す
る

竹
内
好
諭

こ
と
は
で
き
な
い
・
竹
内
が
Ⅲ
民
文
学
論
で
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
「
政
治
」

と
文
学
の
揚
棄
と
い
う
考
え
は
、
そ
れ
ら
の
対
立
の
存
在
す
ら
忘
却
し
て
し

ま
っ
た
現
在
の
文
学
お
よ
び
文
学
研
究
へ
の
批
判
と
し
て
な
お
有
効
で
あ
る

は
ず
だ
。
竹
内
の
国
民
文
学
論
か
ら
は
つ
い
に
国
民
文
学
は
生
ま
れ
な
か
っ

た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
共
通
の
広
場
」
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
も

あ
る
。
多
声
的
な
「
政
治
文
学
」
空
間
を
創
出
す
る
た
め
の
対
抗
理
論
と

し
て
あ
っ
た
竹
内
の
国
民
文
学
論
が
、
解
体
を
目
論
ん
だ
文
壇
や
学
会
と
い

っ
た
も
の
の
、
剛
性
は
変
わ
り
な
く
現
存
す
る
。
で
は
記
述
的
で
な
い
水
準

で
の
処
方
を
竹
内
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
竹
内
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

竹
内
の
こ
の
場
一
言
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
看
取
す
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、

そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
我
々
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
こ

こ
で
も
や
は
り
選
択
で
あ
る
。
我
々
は
他
肴
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
州
亙
に
意
思
疎
通
で
き
る
と
い
う
先
験
的
判

断
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
対
話
の
場
を
閉
じ
よ
う
と
す

る
荷
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
、
共
通
の
広
場
は
閉
ざ
さ
れ

語
り
か
け
よ
。
所
在
に
、
隣
人
に
向
っ
て
語
り
か
け
よ
。
そ
し
て
隣

人
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
よ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
思
想
表

現
の
自
由
の
所
在
を
拡
大
せ
よ
。
こ
れ
が
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
対
抗
し
て
、
思
想
化
の
阿
乢
的
統
一
を
作
り
出
す
唯
一
の
逆
で
あ

る
。
（
「
人
と
人
と
の
間
」
「
婦
人
公
論
」
九
九
Ｗ
・
宝
）

り
し

ｊ
ゞ
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る
こ
と
な
く
竹
内
の
理
想
ど
お
り
実
際
的
に
機
能
し
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
こ
で
は
「
政
治
」
と
文
学
の
札
礫
が
新
た
な
表
現
を
生
み
出
す
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
は
論
理
的
帰
結
で
は
な
く
可
能
怖
の
水
準
に
と
ど
ま
る
が
、

し
か
し
そ
の
場
に
現
象
す
る
の
は
も
は
や
「
国
民
」
文
学
で
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
は
ず
だ
。

注（
１
）
直
接
に
は
次
の
中
村
光
夫
と
浦
松
佐
美
太
郎
の
発
言
を
受
け
て

い
る
。
「
中
村
文
學
苛
は
文
學
荷
で
孤
立
し
た
肚
會
を
つ
く
っ

て
る
、
政
治
家
は
政
治
家
で
自
分
達
の
孤
立
し
た
肚
會
を
つ
く
っ

て
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
と
に
か
く
政
治
を
や
ろ
う
と
思
え

ば
、
Ｈ
本
で
は
、
そ
こ
に
入
っ
て
修
業
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
せ
う
。
そ
う
い
う
蓄
え
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
文
學

荷
も
そ
う
な
ん
で
す
。
小
説
家
に
も
批
評
家
に
も
や
は
り
牢
間
た

る
集
剛
が
あ
る
。
（
笑
聲
）
ど
う
し
て
も
脱
け
な
い
ん
だ
な
。
浦

松
共
通
の
職
場
を
持
た
な
い
。
中
村
勿
論
な
い
で
す
な
。
」

（
「
現
代
Ｈ
本
の
知
的
運
命
第
一
部
・
「
政
治
・
吐
會
」
」
「
文
學

界
」
一
九
八
二
・
二

（
２
）
竹
内
は
脚
語
を
「
倒
語
（
閥
民
的
両
語
こ
（
弓
幽
民
の
文
學
」

と
こ
と
ば
」
「
文
學
」
壱
九
五
Ⅲ
・
二
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
同

民
文
学
論
は
、
国
民
文
学
を
作
り
出
す
た
め
の
新
た
な
国
語
を
話

し
言
葉
と
書
き
言
葉
が
一
体
化
し
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。
例
え

ば
西
尾
寅
は
「
來
る
べ
き
國
民
文
學
の
創
造
は
、
そ
れ
が
、
文
字

こ
と
ば
の
文
學
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
、
口
こ
と
ば
の
文
學
で

あ
る
に
し
て
も
、
ま
だ
文
學
の
及
ん
で
い
な
い
剛
民
大
衆
の
、
Ｈ

常
の
口
こ
と
ば
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
、
侭
系
の
什
子
と
し
た
Ⅲ

こ
と
ば
の
藝
術
と
し
て
出
發
し
、
そ
れ
の
發
迷
と
洗
練
に
よ
る
完

成
を
Ⅱ
指
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
「
文
學
と
言
語
生

椚
」
言
行
波
講
座
文
學
第
一
巻
」
一
九
孔
三
・
十
二
と
述
べ
て
い

る
。
つ
ま
り
国
民
文
学
論
は
弟
君
の
一
両
文
．
致
連
動
を
要
鋪
す
る

の
で
あ
る
。

（
３
）
竹
内
が
川
い
た
「
近
代
主
義
」
概
念
は
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て

独
特
で
あ
り
ま
た
画
期
的
で
あ
っ
た
。
通
例
「
近
代
主
義
」
は
資

本
主
義
を
肯
定
す
る
こ
と
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
主
に
マ
ル
キ
ス

ト
側
か
ら
の
批
判
的
言
辞
と
し
て
使
わ
れ
た
。
（
例
え
ば
、
大
井
正

「
近
代
主
義
の
正
罷
」
「
新
Ⅱ
本
文
学
」
一
九
五
四
・
》
し
か
し

竹
内
は
内
発
的
な
起
囚
に
依
ら
な
い
全
て
の
輸
入
思
想
を
「
近
代

、
狼
義
」
と
定
義
し
た
。
小
川
切
秀
雄
は
竹
内
に
よ
る
「
近
代
、
正
義
」

概
念
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
高
く
評
価
し

「
Ⅱ
本
の
近
代
文
学
全
体
に
対
し
て
も
、
そ
の
移
杣
観
念
的
な
性
格
、

近
代
主
義
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
と
土
着
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
立
ち
い
っ
て
論
が
で
き
る
そ
の
前
提
の
と
こ
ろ
ま
で

は
、
か
れ
が
作
っ
た
わ
け
で
す
よ
」
（
小
田
切
秀
雄
・
前
田
愛

二
生
き
埋
め
』
状
態
の
国
民
文
学
論
」
「
竹
内
好
談
論
集
１
」
蘭
花

堂
一
九
八
五
・
十
二
と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）
本
稿
が
措
定
す
る
竹
内
の
「
政
治
」
概
念
は
、
権
力
の
再
生
産

五
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プ
ロ
セ
ス
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
自
主
的
組
織
に
よ
っ
て

下
か
ら
の
活
動
を
再
組
織
化
す
る
必
要
を
説
く
丸
山
真
男
の
政
治

過
程
論
に
よ
っ
て
更
に
明
瞭
な
輪
郭
を
浮
上
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
丸

山
は
「
現
代
の
よ
う
に
政
治
権
力
の
及
ぶ
範
囲
が
横
に
も
縦
に
も

未
曾
有
の
規
模
で
拡
大
し
、
脚
民
の
Ⅱ
常
生
活
が
根
本
的
に
政
治

の
動
向
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
、

か
え
っ
て
ま
す
ま
す
多
く
の
人
が
政
治
的
な
問
題
に
対
し
て
砿
械

的
関
心
を
失
い
、
政
治
的
態
度
が
ま
す
ま
す
受
動
的
、
艇
批
判
的

に
な
り
、
総
じ
て
政
治
的
枇
界
か
ら
の
逃
避
の
傾
向
が
蛸
大
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
い
た
ま
し
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
あ
る
中
で
「
民

主
主
義
を
現
実
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
何
年

に
一
度
か
の
投
票
が
民
衆
の
政
治
的
発
言
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
場

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
現
状
を
根
本
的
に
改
め
て
、
も
つ
と
、
民

衆
の
日
常
生
活
の
な
か
で
、
政
治
的
社
会
的
な
問
題
が
討
議
さ
れ

る
よ
う
な
場
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
ま
た
、

政
党
と
い
っ
た
純
政
論
団
体
だ
け
が
下
か
ら
の
意
思
や
利
需
の
伝

達
体
と
な
る
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
氏
間
の
脚
、
王
的
な
組
織

言
○
盲
邑
ｇ
ｇ
ｇ
魑
昌
目
ｇ
己
が
椚
溌
に
椚
勤
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
う
し
た
災
意
の
ル
ー
ト
が
多
様
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
な

に
よ
り
人
彌
な
こ
と
」
（
「
政
治
の
仙
界
」
御
茶
の
水
諜
房
一
九

五
二
・
三
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
政
治
的
に
疎
外
さ
れ
た
大

衆
を
再
度
政
治
の
世
界
へ
と
帰
還
さ
せ
る
必
要
を
訴
え
る
丸
山
と
、

同
様
の
問
題
意
識
の
も
と
に
「
政
治
的
社
会
的
な
問
題
が
討
議
さ

竹
内
好
論

れ
る
よ
う
な
場
」
を
国
民
文
学
確
立
の
場
と
し
て
実
践
的
に
構
築

し
て
い
こ
う
と
す
る
竹
内
は
極
め
て
相
似
的
な
関
係
に
あ
る
。
な

お
本
稿
で
は
本
註
の
箇
所
以
下
の
文
章
で
、
政
策
的
な
政
治
、
あ

る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
集
束
さ
れ
る
よ
う
な
狭
義
の
政
治
と
、

本
稿
が
竹
内
に
兇
出
す
場
の
生
成
と
い
う
広
義
の
「
政
治
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
鉤
椚
柧
の
有
雌
で
概
念
を
区
別
す
る
。

（
５
）
当
時
、
淵
波
諜
店
は
『
文
學
」
の
柵
集
を
Ｈ
本
文
学
協
会
に
委

託
し
て
い
た
が
、
Ⅱ
本
文
学
協
会
は
「
人
此
文
學
」
に
拠
る
Ⅱ
本

共
産
党
、
正
流
派
と
同
じ
政
治
的
立
場
を
採
っ
て
い
た
。

（
６
）
通
称
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
正
式
名
称
は
「
條
約
第

五
号
Ｒ
本
国
と
の
平
和
条
約
」
で
あ
る
。
二
官
報
」
号
外
第
別

号
一
九
五
二
・
四
・
二
八
）
こ
の
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」

及
び
「
條
約
第
六
号
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安

全
保
障
條
約
」
は
、
「
昭
和
二
十
七
年
四
〃
二
十
八
Ｈ
午
後
十
時
二

十
分
〈
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
東
部
標
準
時
で
同
Ｈ
午
前
八
時
毒
十
分
）

に
効
力
を
唯
じ
た
」
。
（
「
内
閣
併
示
第
両
び
」
「
宮
鞭
」
号
外
第
別

号
一
九
五
二
・
叫
・
三
八
）
川
本
の
戦
後
は
そ
の
出
発
時
か
ら

文
字
通
り
ア
メ
リ
カ
の
影
（
夜
）
に
あ
る
。

（
７
）
松
本
椰
彦
「
在
Ⅱ
朝
鮮
人
の
Ⅱ
本
川
締
剥
奪
」
二
法
学
」
東
北

大
学
法
学
会
一
九
八
八
・
十
）
、
樅
山
寅
「
終
戦
と
戸
籍
行
政
」

二
現
行
〃
総
制
度
帥
年
の
歩
み
と
腱
望
１
戸
燕
法
５
０
周
年
記
念

論
文
集
ｌ
」
Ｈ
本
加
除
出
版
ゞ
九
九
九
・
十
）
を
参
照
。

〈
８
）
竹
内
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
は
、
朝
鮮
が
自
己
確
認
の
た
め

五
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の
単
な
る
相
対
項
で
し
か
な
い
こ
と
が
垣
間
兇
え
る
。
「
わ
れ
わ
れ

日
本
人
一
般
が
、
む
ろ
ん
私
も
ふ
く
め
て
だ
が
、
じ
っ
に
朝
鮮
に

つ
い
て
知
ら
な
い
ｃ
お
ど
ろ
く
ほ
ど
無
知
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の

知
ら
な
い
こ
と
が
、
朝
鮮
に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
Ｈ
本
に
と
っ

て
も
、
ど
ん
な
に
不
幸
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
実
感
が
乏
し

い
。
〃
こ
れ
に
は
わ
け
が
あ
る
。
朝
鮮
が
十
三
年
前
ま
で
Ｈ
本
の

植
民
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
Ⅱ
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
独
立
し
た
が
、

独
立
の
形
が
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
た
め
Ⅲ
本
人
の

（
あ
る
程
度
は
朝
鮮
人
の
方
に
も
当
て
は
ま
る
）
心
の
轄
理
が
で
き

て
い
な
い
こ
と
が
主
な
原
因
だ
ろ
う
と
思
う
。
」
（
竹
内
好
「
朝
鮮

を
知
ら
ぬ
我
々
の
不
幸
」
『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
五
八
・
十
・
十

三
）
「
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
、
世
界
、
ま
た
は
ア
ジ
ア
で
も
い

い
が
、
そ
の
像
を
え
が
く
と
き
、
朝
鮮
が
ほ
と
ん
ど
視
野
の
外
に

あ
る
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
い
ち
ば
ん
近
い
隣
国
で
あ
っ
て
、
関

係
も
い
ち
ば
ん
密
接
で
あ
っ
た
の
に
、
Ⅱ
本
人
の
世
界
地
図
か
ら

は
い
ま
で
も
欠
陥
し
て
い
る
。
ふ
だ
ん
意
識
に
上
ら
ぬ
く
ら
い
に

無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
旺
確
な
自
己
認
識
は
不
可
能
で
は

な
い
か
。
も
し
『
日
本
の
中
の
ア
ジ
ア
』
に
朝
鮮
が
欠
落
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
地
図
は
不
正
確
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
「
ア

ジ
ア
の
中
の
Ⅱ
本
」
も
不
止
確
と
な
る
。
〃
朝
鮮
を
軽
視
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
Ⅱ
韓
併
合
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
は

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
朝
鮮
に
つ
い
て
の
知
識
が
欠
落
し

て
い
る
こ
と
が
、
日
本
人
の
中
脚
認
識
に
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
て
い
る
。
自
分
が
中
国
の
勉
強
を
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
を

痛
切
に
感
じ
る
。
」
〈
竹
内
好
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
」
『
総
合
講
応

Ｈ
本
の
社
会
文
化
史
第
五
巻
』
講
談
社
一
九
七
四
・
二

［
資
料
の
引
川
に
際
し
て
ル
ビ
・
傍
点
等
を
省
略
し
た
。
］

（
な
い
と
う
・
よ
し
た
だ
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
稗
）

五
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