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チ

Z二

観

l乙

つ

の

カ

ン

「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
(
冨

B
R
E
n
r
g
k
-
E
冨

g
m
n
z
w
Z
C
は
内
容
に

お
い
て
は
従
来
の
価
値
体
系
の
土
台
を
覆
え
そ
う
と
し
、
形
式
に
お
い
て
は
散
乱
す
る
ア
フ
ォ

リ
ズ
ム
の
形
を
と
り
、
特
異
、
難
解
の
書
の
一
っ
と
云
っ
て
も
宜
か
ろ
う
。
幸
い
こ
の
書
に
も
一

八
八
六
年
に
附
せ
ら
れ
た
彼
自
身
の
手
に
な
る
序
文
が
あ
る
。
彼
の
自
序
は
後
年
の
「
乙
の
人

を
見
よ
」
(
何
円
円
四
国
0
5
0
)

が
典
型
を
為
す
よ
う
に
、
男
ら
し
い
、
け
れ
ん
の
な
い
自
己
省
察

と
云
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
そ
と
に
は
彼
の
思
索
の
本
質
を
な
す
誠
実
、
公
正
、
繊
柔
が

支
配
し
て
い
る
。
と
の
小
文
に
お
い
て
も
彼
自
身
の
序
文
を
手
引
に
こ
の
特
異
な
書
に
近
づ
く

乙
と
に
し
て
み
た
い
。
「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
は
彼
に
よ
っ
て
自
由
精
神
の
苔
と

規
定
さ
れ
る
が
、
自
由
精
神
は
先
ず
自
己
解
放
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
と
云
う
と
と
は
そ
の

精
神
は
解
放
以
前
に
お
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
一
一
周
束
縛
さ
れ
た
精
神
(
ロ

B
g
g岳
同
町
山
口
ぬ
?

r巨
ロ
向
日
自
由
円
。
四
百
)
で
あ
っ
た
乙
と
を
意
味
す
る
。
ニ

l
チ
ェ
に
よ
る
な
ら
ば
乙
の
精
神
に
と

っ
て
「
殆
ど
断
ち
切
り
得
な
い
幹
」
と
思
わ
れ
る
も
の
は
「
若
い
心
に
持
前
の
畏
敬
の
念
、
古

来
崇
め
ら
れ
て
来
た
尊
厳
な
も
の
に
対
す
る
気
お
く
れ
や
心
づ
か
い
、
自
分
の
育
っ
た
土
地
や

自
分
を
導
い
て
く
れ
た
手
や
自
分
の
礼
拝
す
る
と
と
を
覚
え
た
聖
壇
に
対
す
る
感
謝
の
情
」
で

あ
っ
て
、
と
れ
は
「
一
角
級
で
選
り
ぬ
き
の
品
種
の
人
間
」
に
と
っ
て
は
義
務
と
も
感
ぜ
ら
れ
る

乙
と
で
あ
っ
た
。
高
級
で
選
り
ぬ
き
の
品
積
の
人
聞
に
と
っ
て
義
務
と
も
感
ぜ
ら
れ
る
紳
と
云

う
時
、
私
は
乙
の
言
表
の
奥
に
潜
む
ニ

l
チ
ェ
の
原
体
験
と
し
て
、
父
な
き
後
の
牧
師
館
に
母

と
姉
と
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
育
っ
た
清
純
そ
の
も
の
の
幼
少
時
代
と
、
か
く
し
て
極
め
て
セ
ン
シ

プ
ル
な
感
受
性
を
特
質
と
す
る
に
至
っ
た
彼
の
青
年
時
代
を
想
起
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
乙

の
清
純
鋭
敏
な
感
受
性
の
故
に
シ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
や
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
に
対
す
る
ひ
た
む
き
な

傾
倒
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
高
級
で
選
り
ぬ
き
の
品
種
の
人
聞
に
と
っ
て
断
ち
切
り
難
く
恩

わ
れ
る
鮮
と
は
こ
の
よ
う
な
鋭
敏
な
感
受
性
と
そ
の
故
の
蛾
烈
な
傾
倒
の
情
熱
を
指
す
も
の
と

云
っ
て
よ
い
。
こ
の
故
に
彼
は
「
彼
等
〈
束
縛
さ
れ
た
精
神
)
の
知
っ
た
最
高
の
諸
瞬
間
と
そ

一l
チ
ェ
の
カ
ン
ト
観
に
つ
い
て

そ
の
二
〈
栃
木
)

て

の

そ

栃

木

亨

却
っ
て
何
よ
り
か
た
く
結
び
つ
け
、
何
よ
り
長
い
義
務
を
負
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
の

で
あ
る
。
し
か
る
に
「
そ
の
よ
う
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
者
に
大
な
る
解
放
は
地
震
の
よ
う
に
不

意
に
見
舞
っ
て
来
る
。
若
い
現
は
一
ゆ
る
ぎ
で
震
駁
さ
れ
、
も
ぎ
離
さ
れ
、
根
ζ

そ
ぎ
に
さ
れ

る
。
何
ど
と
が
起
っ
た
と
云
う
の
か
自
分
で
も
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
前
段
)
一
つ
の
駆
り

立
て
る
力
、
押
し
迫
る
力
が
働
い
て
、
命
令
の
よ
う
に
彼
に
君
臨
す
る
。
ど
ζ

か
知
ら
ず
、
何

を
賭
し
て
も
進
ん
で
行
乙
う
と
云
う
意
士
山
と
願
が
目
ざ
め
る
。
未
発
見
の
世
界
を
求
め
る
性
急

な
危
険
な
好
奇
心
が
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
感
覚
に
炎
と
な
っ
て
燃
え
ゆ
ら
め
く
。
(
後
段
)
」
と
れ

が
彼
の
叙
述
に
よ
る
自
己
解
放
の
始
り
で
あ
る
。
引
用
文
前
段
で
は
束
縛
さ
れ
た
精
神
が
地
震

に
お
そ
わ
れ
る
よ
う
に
一
挙
に
繋
純
を
解
か
れ
て
廷
然
自
失
す
る
様
が
描
か
れ
る
が
、
私
は
そ

の
背
後
を
よ
り
具
体
的
に
、
束
縛
さ
れ
た
精
神
の
一
途
な
傾
倒
を
文
え
て
い
た
鋭
敏
な
感
受
性

と
燐
烈
な
情
熱
が
当
然
来
る
べ
き
反
動
、
深
刻
な
幻
滅
に
お
そ
わ
れ
た
も
の
と
見
た
い
。
し
か

し
な
が
ら
ニ

l
チ
ェ
の
場
合
幻
滅
は
単
な
る
情
念
の
上
の
反
動
、
破
綻
に
止
る
も
の
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
。
そ
乙
に
は
同
時
に
対
象
の
実
態
を
見
抜
乙
う
と
す
る
認
識
の
意
慾
が
伴
っ
て
い

た
。
引
用
文
後
段
は
こ
れ
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
私
は
ニ

l
チ
ェ
の
述
べ
る
束
縛
さ
れ
た

精
神
の
自
己
解
放
を
‘
鋭
敏
な
感
受
性
に
よ
る
一
途
な
傾
倒
が
幻
滅
を
機
と
し
て
蹴
反
し
た
も

の
で
あ
り
、
し
か
も
乙
の
幻
滅
の
背
後
に
は
破
綻
し
た
情
念
の
背
反
の
き
び
し
さ
と
た
じ
ろ
ぐ

こ
と
の
な
い
認
識
の
意
慾
が
相
即
し
、
相
乗
す
る
唐
山
閤
の
関
係
を
な
し
て
潜
ん
で
い
る
も
の
と

見
た
い
。
幻
滅
の
情
は
対
象
の
正
体
を
え
ぐ
り
出
し
て
や
ろ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
く
の

如
き
対
象
の
直
視
は
幻
滅
の
情
を
い
よ
い
よ
深
め
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な

自
己
解
放
の
経
純
か
ら
自
由
精
神
に
は
次
の
よ
う
な
独
特
の
様
相
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
と
な

る
。
先
ず
「
彼
の
愛
し
て
い
た
も
の
に
対
す
る
突
然
の
驚
樗
と
猪
疑
。
彼
に
と
っ
て
義
務
と
称

せ
ら
れ
て
い
た
も
の
に
対
す
る
侮
蔑
の
電
光
。
放
浪
、
異
境
、
疏
隔
、
冷
却
、
平
静
、
氷
結
に
向
っ

て
然
立
つ
不
逗
な
欲
求
。
愛
に
浴
び
せ
か
け
る
憎
悪
。

ζ

れ
ま
で
崇
拝
し
愛
し
て
来
た
と
こ
ろ
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に
向
つ
て
の
神
殿
官
演
に
似
た
手
荒
さ
や
限
っ
き
」
と
云
う
「
性
の
悪
い
焔
ま
し
い
も
の
が
大

い
な
る
解
放
の
歴
史
に
合
ま
れ
る
」
の
は
情
念
の
面
に
お
け
る
従
米
の
畏
敬
、
愛
情
に
対
す
る

反
動
を
示
め
す
も
の
で
あ
る
。
続
い
て
「
自
ら
決
定
し
自
ら
評
価
し
よ
う
と
す
る
力
と
意
志
の

こ
の
最
初
の
爆
発
、
乙
の
解
放
は
同
時
に
人
聞
を
破
壊
し
か
ね
な
い
一
つ
の
病
気
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
放
た
れ
た
者
、
解
か
れ
た
者
が
と
れ
か
ら
先
事
実
に
対
す
る
自
分
の
主
権
の
証
し
と

し
よ
う
と
す
る
様
々
な
奔
放
な
試
み
や
奇
抜
な
真
似
に
は
如
何
に
多
く
の
病
気
が
現
わ
れ
て
来
・

る
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
は
鎮
め
ら
れ
ぬ
慾
望
を
抱
い
て
、
残
忍
な
面
持
で
俳
御
す
る
。
彼
の
獲
物

と
な
っ
た
が
最
後
、
危
険
な
ま
で
に
緊
迫
し
た
彼
の
誇
り
の
血
祭
り
と
な
る
の
ぞ
遁
れ
ら
れ
ぬ
。

彼
は
自
分
ぞ
魅
す
る
も
の
を
引
き
千
切
る
の
だ
。
覆
い
包
ま
れ
、
去
、
恥
に
よ
っ
て
庇
わ
れ
て
い

る
も
の
が
見
つ
か
り
次
第
、
凶
悪
な
笑
を
浮
べ
て
ひ
つ
く
り
か
え
す
。
哀
返
し
に
し
た
ら
と
れ

ら
の
事
物
が
ど
ん
な
風
に
見
え
る
か
や
っ
て
見
る
の
だ
」
と
は
前
述
の
反
動
の
遂
行
を
可
能
な

ら
し
め
る
認
誠
意
慾
の
徹
底
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
と
と
は
、
こ
の
自

由
精
神
の
書
「
人
間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
は
従
来
の
価
値
体
系
の
覆
滅
を
目
指
す
と
云

っ
て
も
、
そ
れ
が
反
動
の
な
さ
し
め
る
試
み
、
彼
の
所
謂
「
怒
意
、
怒
意
の
道
楽
」
で
あ
る
と

と
を
免
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
が
決
し
て
体
系
的
論
述
で
は
な
く
寧
ろ
怒
意
の
試
み
で
あ

る
と
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世
一
日
を
体
系
的
に
要
約
す
る
と
と
に
よ
っ
て
理
解

し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
人
は
内
容
に
お
い
て
・
も
形
式
に
お
い
て
も
怒
意
的
な
そ
の
試
み
の
内

に
己
れ
の
位
置
を
見
失
っ
て
了
う
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
非
道
徳
或
い
は
無
道
徳
の
独
自
の
感
を

免
れ
得
ぬ
と
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
書
は
ニ

l
チ
エ
の
試
み
に
即
し
て
、
そ
し
て
そ
の
怒

怠
を
念
頭
に
お
い
て
理
解
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
当
時
の
ニ

l
チ
ェ
の
幻
滅
の

シ
ョ
ッ
ク
を
実
感
し
、
つ
い
で
幻
滅
に
よ
る
裏
面
暴
露
の
怒
意
の
内
に
彼
が
実
態
と
し
て
見
抜

く
と
と
ろ
を
知
り
、
最
後
に
彼
が
と
の
実
態
を
踏
ま
え
た
上
で
己
れ
の
拠
り
ど
と
ろ
を
得
よ
う

と
し
て
模
索
す
る
と
こ
ろ
を
採
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
書
に
お
い
て
は
勿
論
裏
面

暴
露
に
よ
る
実
態
直
視
に
主
力
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
の
上
に
立
っ
て
自
己
の
道
を

模
索
し
よ
う
と
す
る
彼
の
試
み
に
も
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
段
階
に
移
る

時
彼
の
認
識
能
力
は
哀
が
え
し
に
し
て
事
物
を
見
ょ
う
と
す
る
性
急
な
徹
底
性
か
ら
転
じ
て
、

生
来
の
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
生
の
深
所
の
隅
々
ま

で
渉
透
し
た
認
識
を
得
よ
う
と
す
る
。
彼
の
所
謂
「
遠
近
法
的
な
視
野
、
視
点
」
と
は
こ
の
と

と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
幻
滅
の
シ
ョ
ッ
ク
を
機
縁
と
し
な
が
ら
も
生
の
実
態
を
踏
ま
え
た
遠

近
法
的
視
野
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
内
に
、
一
見
主
観
的
な
彼
の
思
想
を
支
え
る
客
観
性
が
存

す
る
o

乙
の
バ
ラ
ン
ス
の
実
感
に
よ
っ
て
彼
の
予
感
す
る
建
設
的
要
采
を
推
測
す
る
こ
と
が
こ

の
菩
理
解
の
第
二
の
要
諦
で
あ
ろ
う
。
さ
て
本
書
第
一
章
は
「
最
初
に
し
て
最
後
の
事
物
に
つ

い
て
」
と
題
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
ニ
|
チ
ェ
を
形
市
上
学
の
束
縛
か
ら
解
放
す
る
と
と
を
意

図
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
精
神
の
解
放
が
生
の
根
底
よ
り
な
さ
れ
る
地
す
べ
り
的
反
駁
で
あ

る
以
上
寸
そ
れ
は
事
柄
自
体
の
順
序
に
従
っ
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
ニ

l
チ
ェ
の
実
感

の
順
序
に
従
っ
て
先
ず
ま
と
め
ら
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
形
而
上
学
打
破
の
第
一
章
を
な
す
の

で
あ
る
。

ニ
l
チ
ェ
に
よ
る
な
ら
ば
形
而
上
学
に
つ
い
て
容
易
に
見
出
す
こ
と
の
出
来
る
迷
妄
は
先
ず

そ
れ
が
現
在
の
人
間
か
ら
出
発
し
て
こ
れ
を
分
析
す
る
と
と
で
目
標
に
行
き
着
け
る
も
の
と
思

い
、
無
意
識
の
内
に
現
在
の
人
聞
を
一
つ
の
永
遠
の
真
盟
、
あ
ら
ゆ
る
渦
動
の
中
に
あ
っ
て
同

一
不
変
の
も
の
、
確
実
な
事
物
の
尺
度
と
見
倣
す
と
と
で
あ
る
。
人
間
も
認
識
能
力
も
生
成
し

て
来
た
も
の
で
あ
り
、
生
成
中
の
一
駒
に
す
ぎ
な
い
と
云
う
歴
史
的
意
識
を
欠
い
て
い
る
。
乙

の
よ
う
な
人
間
像
の
見
誤
り
、
誤
っ
た
人
間
中
心
の
思
想
は
次
の
よ
う
な
形
市
上
学
の
迷
妄
を

生
む
に
至
る
。
即
ち
或
る
も
の
は
全
世
界
を
現
在
の
人
間
の
認
識
能
力
か
ら
紡
ぎ
出
そ
う
と
し

(
観
念
論
)
、
或
る
も
の
は
現
在
の
人
間
の
本
能
を
人
間
不
易
の
事
実
、
更
に
は
世
界
理
解
の
鎚
の

一
っ
と
見
倣
し
て
、
現
在
の
人
聞
を
世
界
の
万
物
が
初
め
か
ら
そ
こ
を
目
指
し
て
進
む
永
遠
の

人
間
と
し
て
詰
ろ
う
と
す
る
。
(
目
的
論
)
ニ

1
チ
ェ
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
の
こ
れ
ら
の
余
り

に
近
視
眼
的
な
人
間
中
心
主
義
、
得
手
勝
手
な
「
象
徴
や
形
式
の
紡
ぎ
出
し
」
は
す
で
に
滅
幻
の

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
岡
山
わ
れ
る
。
し
か
る
に
彼
の
認
識
は
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
を

機
と
し
て
更
に
一
歩
を
進
め
、
こ
の
よ
う
な
迷
妄
が
横
行
し
得
る
の
は
生
の
表
象
世
界
が
す
で

に
不
可
避
的
な
錯
誤
の
迷
妄
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
な
す
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
形
同
上
学
は
生
の
錯
誤
の
迷
妄
を
自
己
に
都
合
よ
く
歪
曲
し
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。

生
の
不
可
避
的
錯
誤
の
迷
妄
と
し
て
基
本
的
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
言
葉
は
事
物
に
与
え
ら

れ
る
記
号
に
過
ぎ
な
い
の
に
人
間
は
言
葉
を
持
っ
と
と
は
世
界
の
認
識
を
持
っ
と
と
で
あ
る
と

思
い
誤
ま
る
。
又
言
葉
の
単
一
は
決
し
て
事
物
の
単
一
の
保
証
に
な
ら
な
い
。
後
者
は
百
の
源
泉

と
支
流
を
持
つ
河
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
人
聞
は
と
か
く
思
考
の
範
凶
を
言
葉
の
範
囲
に
限
ろ
う

と
す
る
。
論
理
学
も
現
実
世
界
に
存
し
な
い
仮
定
、
例
え
ば
い
く
つ
か
の
事
物
の
等
し
さ
と
か
、

相
呉
る
時
点
に
お
け
る
同
じ
物
の
同
一
と
か
云
う
仮
定
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
数
学
も
同
様
で

あ
る
。
自
然
界
に
は
正
確
な
直
線
も
、
実
際
の
円
も
、
絶
対
の
大
き
さ
(
出
官
。

-
E
g
の
5
a
8

28)
も
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
物
(
ロ
吉
岡
)
そ
の
も
の
が
人
間
が
太
古
以
来
そ
の
存
続
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を
仮
定
し
て
き
た
信
仰

(
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r白
)
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
生
の
表
象
が
生
の
生
成
を
固
定

し
、
図
式
化
し
て
得
ら
れ
る
限
り
バ
表
象
世
界
は
非
存
在
を
存
在
と
す
る
錯
誤
を
免
れ
ず
、
迷

妄
と
妄
想
の
成
果
と
云
わ
れ
る
と
と
も
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
迷
妻
は
こ
の

よ
う
也
表
象
世
界
の
解
釈
、
歪
曲
と
し
て
‘
生
の
不
可
避
的
錯
誤
の
迷
妄
に
そ
の
由
来
を
求
め

る
乙
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
現
象
と
そ
の
充
足
理
由
と
し
て
の
物
自
体
と
云
う
時
、
両
者
を
あ

た
か
も
完
成
、
一
固
定
し
た
か
の
如
く
立
言
す
る
と
と
は
現
象
が
生
成
中
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た

迷
妄
で
あ
る
。
物
自
体
も
現
象
の
充
足
理
由
を
求
め
る
人
間
の
迷
妄
が
作
り
出
し
た
信
仰
に

す
ぎ
な
い
。
意
志
の
自
由
は
個
人
が
先
ず
感
情
を
頼
っ
て
事
柄
自
体
の
税
関
の
反
省
を
後
に

す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、
自
身
の
感
覚
、
或
は
変
化
を
内
か
ら
起
る
も
の
と
見
る
と
乙
ろ
か

ら
生
じ
る
迷
妄
で
あ
る
。
空
腹
感
を
有
機
体
が
保
存
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
と
は
考
え
ず
、
そ
の

感
情
が
百
身
の
内
か
ら
湧
く
と
思
う
。
感
情
の
故
に
自
己
を
孤
立
化
し
て
見
、
か
く
し
て
自
己

を
気
ま
ま
な
も
の
、
自
由
な
も
の
と
思
う
の
が
自
由
意
志
の
信
仰
の
由
来
で
あ
る
。
と
れ
に
対

し
て
実
体
の
信
仰
は
、
植
物
に
と
っ
て
通
常
万
物
が
静
鋭
、
永
遠
で
、
す
べ
て
の
物
が
不
変
の
自

己
を
守
る
関
係
に
立
つ
よ
う
に
、
人
聞
に
も
下
等
有
機
体
の
時
期
以
来
同
一
の
物
が
あ
る
と
云

う
信
仰
が
遺
伝
さ
れ
て
来
た
と
と
に
基
く
迷
妄
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
形
而
上
学
の
迷
妄
を
生

の
錯
誤
の
迷
妄
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
摘
扶
し
た
後
に
ニ

l
チ
ェ
は
形
而
上
学
を
「
人
間
の
根
本
的

迷
妄
に
つ
い
て
根
本
的
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
扱
う
学
」
と
ま
で
極
言
す
る
の
で
あ
る
。

と
の
と
と
は
形
而
上
学
の
、
情
念
に
基
く
第
二
の
迷
妄
の
函
を
展
開
す
る
乙
と
と
な
る
。
即
ち

錯
誤
の
迷
妄
の
上
に
立
ち
な
が
ら
根
本
的
真
理
を
装
わ
ん
と
す
る
情
念
の
迷
妄
で
あ
る
。
形
而

上
学
の
所
調
「
深
い
」
思
想
も
真
理
に
は
至
っ
て
遠
い
も
の
で
あ
り
得
る
。
と
の
場
合
「
深

い
」
と
は
思
想
に
伴
う
感
情
の
「
強
さ
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
認
識
の
保
証
と
な
り
得
な
い
の

は
、
強
い
信
仰
が
証
明
す
る
の
は
自
己
の
強
さ
ば
か
り
で
、
信
仰
さ
れ
る
も
の
の
真
実
で
は
な

い
の
と
同
じ
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
情
念
の
迷
妄
に
よ
っ
て
錯
誤
の
迷
妄
の
上
塗
り
を
す
る
乙

と
で
あ
る
。
形
而
上
学
は
錯
誤
、
情
念
二
重
の
迷
妄
の
上
に
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
錯
誤
に
よ

る
迷
妄
が
生
に
不
可
欠
で
あ
る
乙
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
却
っ
て
そ
れ
は
生
の
経
験
を

可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
論
理
蛍
も
数
学
も
乙
の
迷
妄
の
故
に
成
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
れ
ば
形
而
上
学
的
表
象
も
同
じ
迷
妄
の
な
せ
る
業
と
し
て
そ
の
発
生
の
所
以
は
理
解

し
得
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
情
念
の
迷
妄
も
例
え
ば
永
生
の
信
仰
の
強
さ
が
如
何
に
永
続
的

事
業
の
基
礎
に
な
る
か
を
思
う
時
、
乙
れ
亦
生
に
貢
献
し
得
る
面
の
あ
る
と
と
を
否
定
出
来
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
形
而
上
学
の
成
立
し
た
所
以
を
理
解
す
る
こ
と
は
こ
れ
の
歪
曲
さ
れ
た
本

ニ
l
チ
ェ
の
カ
ン
ト
観
に
つ
い
て

質
を
肯
定
す
る
乙
と
で
は
な
い
。

ζ

の
書
に
お
い
て
ニ

l
チ
ェ
の
な
し
た
と
こ
ろ
は
形
而
上
学

の
迷
妄
を
打
破
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
と
の
こ
と
が
生
の
根
本
に
立
ち
返
っ
て
な
さ
'
れ

た
と
疋
ろ
か
ら
そ
の
省
察
は
自
ら
形
而
上
学
に
代
る
べ
き
根
本
的
な
態
度
の
予
感
に
導
か
れ
る

に
至
っ
た
川
こ
の
章
の
最
後
に
お
い
て
人
間
生
活
全
体
は
前
述
の
迷
妄
の
た
め
深
く
木
真
実
の

中
に
泊
め
ら
れ
て
い
る
が
こ
の
迷
妄
を
自
覚
す
る
云
わ
ば
「
純
化
す
る
認
識
に
よ
っ
て
、
様
々

な
人
閥
、
風
習
、
法
則
、
伝
統
的
評
価
等
の
頭
上
を
自
由
に
怖
れ
な
く
漂
説
し
、
ま
す
ま
す
よ

く
認
識
せ
ん
が
た
め
に
の
み
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
境
地
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
と
れ
に

当
る
も
の
で
あ
る
う
。

次
に
道
徳
の
迷
妄
に
つ
い
て
彼
の
説
く
と
乙
ろ
を
述
べ
よ
う
。
一
切
が
す
で
に
仮
象
で
あ
り

迷
妄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
も
そ
も
善
悪
の
絶
対
的
差
別
を
設
け
て
あ
げ
つ
ら
う
乙
と
自
体

が
す
で
に
ナ
ン
セ
ン
ス
と
な
る
。
夕
立
が
我
々
を
ぬ
ら
す
時
、
自
然
の
悪
を
と
が
め
よ
う
と
し

な
い
の
は
そ
れ
が
必
然
の
現
象
な
乙
と
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
善
悪
を
断
じ
る
の
は
必
然
な
ら

ぬ
意
志
の
自
由
を
前
提
と
す
る
。
し
か
る
に
意
志
の
自
由
が
個
人
の
迷
妄
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
即
ち
一
切
は
必
然
の
生
成
な
の
で
あ
る
。
滝
を
眺
め
て
波
の

数
限
り
な
く
屈
折
し
、
う
ね
り
、
砕
け
散
る
有
様
に
意
志
の
自
由
と
気
ま
ま
を
見
る
よ
う
に
思
っ

て
も
、
ど
の
運
動
も
数
学
的
に
算
出
で
き
、
一
切
の
運
動
は
必
然
の
現
象
で
あ
る
。
人
間
の
行
為

の
全
体
を
予
知
す
る
だ
け
の
全
智
が
な
く
、
個
人
が
意
の
ま
ま
に
振
舞
う
と
錯
覚
す
る
だ
け
で

実
は
必
然
の
生
成
な
の
で
あ
る
。
一
切
が
必
然
で
意
志
の
自
由
も
な
い
と
す
る
な
ら
ば
善
悪
を

断
ず
る
道
徳
は
迷
妄
の
業
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
従
っ
て
善
惑
を
分
つ
道
徳
の
基
準
が
流
動
、

相
対
を
免
れ
な
い
と
と
は
、
例
え
ば
正
義
よ
り
も
複
讐
を
選
ぷ
乙
と
が
曽
つ
て
は
菩
と
さ
れ
今

は
患
と
さ
れ
る
が
如
き
で
あ
る
。
或
い
は
個
人
の
殺
人
は
悪
と
な
る
が
、
.
国
家
の
殺
人
は
是
と

せ
ら
れ
る
が
如
き
で
あ
る
。
克
に
又
善
悪
は
行
為
の
結
果
で
は
な
く
意
図
に
よ
っ
て
決
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
が
、
動
機
や
窓
図
が
単
純
、
明
瞭
な
ζ
と
は
稀
で
あ
る
。
時
に
は
記
憶
ま

で
が
行
為
の
結
果
に
曇
ら
さ
れ
て
、
自
分
の
行
為
に
自
分
で
嘘
の
動
機
を
忍
ば
せ
た
り
、
枝
葉
の

動
機
を
根
幹
と
し
て
扱
っ
た
り
す
る
。
成
功
は
皮
々
成
る
行
為
に
良
心
の
晴
れ
や
か
さ
を
与
え
、

失
敗
は
最
も
尊
重
す
べ
き
行
為
の
上
に
良
心
の
や
ま
し
さ
の
影
を
投
げ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は

善
悪
の
断
定
が
意
図
に
つ
い
て
錯
誤
の
迷
妄
を
免
れ
な
い
乙
と
を
示
め
す
も
の
で
あ
る
。
又
善

悪
を
為
さ
し
め
る
も
の
が
必
ず
し
も
善
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
賞
讃
を
求
め
る
虚
栄
心
、

或
は
叱
責
を
恐
れ
る
怯
儒
心
を
ま
じ
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
の
主
要
徴
候
を
な

す
「
非
利
己
的
行
為
」
も
例
え
ば
母
親
が
子
供
に
食
物
を
さ
き
与
え
る
行
為
の
よ
う
に
、
自
分

3 
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の
実
体
を
分
身
さ
せ
て
そ
の
一
方
を
も
う
・
一
方
の
犠
牲
に
す
る
も
の
で
結
局
は
変
形
さ
れ
た
自

t

己
愛
に
す
ぎ
な
い
。
!
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
な
ら
ば
虚
栄
心
、
怯
儒
心
、
自
己
愛
と
云
う
情
念
が

道
徳
的
行
為
の
発
条
を
な
し
て
い
る
乙
と
が
分
る
。
善
に
駆
り
立
て
る
も
の
は
実
は
情
念
の
迷

妄
な
の
で
あ
る
。
逆
に
悪
を
な
さ
し
め
る
も
の
は
必
ず
し
も
純
粋
の
悪
意
で
は
な
い
。
悪
し
き

給
刷
用
も
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
承
認
さ
れ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
行
為
も
終
局
的
に
は
正
当

防
衛
と
云
い
得
な
い
行
為
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
又
如
何
な
る
行
為
も
悪
意
の
な
い
時
は
惑

と
な
ら
な
い
。
医
師
セ
ル
ヴ
ェ
を
火
あ
ぶ
り
に
し
た
か
ら
と
云
っ
て
カ
ル
ヴ
ィ
ン
を
答
め
る
乙

と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
信
念
か
ら
発
露
す
る
筋
の
徹
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
仮
に
悪
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
悪
意
の
目
ざ
す
も
の
は
他
人
の
苦
し
み
そ
の
も

の
で
は
な
く
て
行
為
者
自
身
の
楽
し
み
で
あ
る
。
他
人
を
い
じ
め
る
も
の
は
自
分
の
カ
の
誇
示

と
確
認
と
云
う
自
己
満
足
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
の
悪
を
な
さ
し
め
る
も
の
も
亦
鈎
倒

し
た
情
念
の
業
で
あ
る
。
か
く
見
て
来
る
な
ら
ば
道
徳
の
規
定
す
る
よ
う
な
絶
対
或
は
純
仲
の

善
悪
は
存
在
せ
ず
]
そ
れ
は
人
聞
の
錯
誤
と
情
念
の
迷
妄
の
上
に
立
つ
信
仰
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
ら
ば
替
と
云
い
悪
と
云
う
道
徳
の
其
の
実
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
悪
の
評
価

の
根
底
を
な
す
も
の
は
神
意
で
も
な
く
、
絶
対
的
道
徳
律
で
も
な
く
、
風
習

2
E
m
)
で
あ
る
。

風
習
、
つ
ま
り
古
く
か
ら
の
捉
や
し
き
た
り
に
従
順
な
乙
と
が
善
で
あ
り
、
乙
れ
に
そ
む
く
乙

と
が
惑
で
あ
る
。
な
ぜ
風
習
へ
の
従
順
が
要
求
さ
れ
る
か
と
云
え
ば
そ
乙
に
共
同
体
保
存
の
本

能
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
類
の
も
っ
と
も
原
始
的
な
状
態
に
お
い
て
は
快
感
を
共
に

す
る
と
と
か
ら
社
会
的
本
能
が
生
じ
た
。
例
え
ば
夫
両
共
同
体
の
如
き
で
あ
る
。
社
会
的
本
能

は
共
同
体
保
存
の
本
能
を
導
く
。
つ
ま
り
風
習
の
根
底
に
は
快
感
の
共
同
が
あ
る
と
云
え
る
J

ニ
l
チ
ェ
ほ
と
の
よ
う
に
善
悪
の
実
態
を
快
苦
の
本
能
に
立
ち
還
ら
し
め
る
。
そ
し
て
乙
の
事

実
を
粉
飾
す
る
道
徳
を
迷
妄
と
な
す
の
で
あ
る
。
彼
の
道
徳
批
判
も
亦
生
の
根
本
に
立
ち
返
っ

た
迷
妄
打
破
と
云
う
と
と
が
出
来
る
。
さ
て
善
悪
の
実
態
は
風
習
へ
の
.
順
、
不
順
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
善
悪
は
適
応
の
適
、
不
適
と
し
て
正
加
の
極
的
対
立
で
は
な
く
程
度
の
差
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
善
行
、
悪
行
を
分
つ
も
の
は
風
習
の
尺
度
に
適
応
し
な
が
ら
出
来
る
限
り
多

く
の
自
己
満
足
を
か
ち
得
よ
う
と
す
る
判
断
力
、
賢
愚
の
能
力
で
あ
る
。
善
行
は
昇
華
さ
れ
た

悪
行
で
あ
り
、
悪
行
と
は
愚
鈍
に
さ
れ
た
善
行
で
あ
る
。
現
在
の
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
善
行
も
現

在
の
知
性
の
最
高
度
が
抜
き
越
さ
れ
る
将
来
に
お
い
て
は
偏
狭
軽
卒
に
見
え
る
時
が
来
る
で
あ

ろ
う
。
現
在
の
人
類
の
道
徳
は
前
述
の
よ
う
に
自
由
意
志
と
云
う
錯
誤
の
迷
妄
を
前
提
と
し
、

そ
の
基
準
の
成
立
と
適
用
に
お
い
て
流
動
、
相
対
と
云
う
錯
誤
の
迷
妄
を
免
れ
ず
、
そ
の
行
為

第
七
巻
第
一
号

人
文
科
学
編

の
遂
行
に
お
い
て
虚
栄
、
由
己
愛
と
云
う
情
念
の
迷
妄
を
避
け
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
な

お
こ
れ
ら
の
迷
妄
も
亦
人
類
が
現
在
程
度
の
自
己
照
明
と
自
己
救
済
に
達
す
る
た
め
の
唯
一
の

草
島
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
道
徳
の
領
域
も
生
成
し
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
変
り
得
る

も
の
で
あ
る
。
ニ

i
チ
ェ
は
こ
の
章
の
最
後
に
・
お
い
て
人
間
の
誤
っ
た
評
価
を
な
し
、
愛
し
憎

む
遺
伝
的
習
性
も
次
第
に
生
長
す
る
認
識
の
も
と
に
弱
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
一
切
の

必
然
、
無
垢
を
認
め
る
新
し
い
認
識
に
よ
っ
て
現
在
の
や
ま
し
い
良
心
を
も
っ
道
徳
的
人
類
が

一
切
を
達
観
す
る
賢
明
な
人
類
に
生
長
す
る
日
を
希
求
し
て
い
る
。

ニ
1
チ
ェ
に
よ
る
な
ら
ば
宗
教
は
根
本
的
に
は
願
望
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
原
始
人
に
あ
っ
て
宗
教
的
礼
拝
は
自
然
を
人
聞
の
利
益
の
た
め
に
規
定
し
呪
縛
し
よ
う
と
す

る
願
望
か
ら
生
じ
'
た
も
の
で
そ
の
故
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
原
始
人
に
は
自
然
的
経
過
の
観
念

は
全
く
欠
け
て
い
た
。
一
つ
の
季
節
、
日
光
、
雨
は
来
る
か
も
知
れ
ず
、
又
来
な
い
か
も
知
れ

な
か
っ
た
。
彼
等
に
は
凡
そ
自
然
的
因
果
律
の
概
念
が
存
し
な
か
っ
た
。
舟
を
漕
ぐ
時
、
舟
を

動
か
す
の
は
漕
ぐ
乙
と
で
は
な
く
て
、
漕
ぐ
と
と
は
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
の
・
庇
神
に
刈
を

動
か
す
よ
う
に
強
制
す
る
一
つ
の
蹴
術
の
儀
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
等
に
と
っ

て
不
可
解
な
、
恐
し
い
、
神
秘
な
自
然
は
「
様
々
な
怒
意
の
業
の
巨
大
な
複
合
体
」
、
「
超
人
的

な
存
在
段
階
」
、
「
神
」
と
し
て
見
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
も
彼
等
は
自
分
達
の
生
存
や

幸
福
が
自
然
の
巨
大
、
不
可
解
な
怒
意
に
依
存
す
る
乙
と
を
感
じ
た
。
そ
と
で
彼
等
は
弱
い
種

族
が
強
い
種
族
を
懐
柔
す
る
時
の
智
慧
に
な
ら
っ
て
祈
願
や
貢
物
、
つ
ま
り
追
従
的
に
祭
り
上

げ
る
乙
と
に
よ
っ
て
自
然
を
操
縦
し
よ
う
と
し
、
次
に
は
自
然
に
対
し
て
義
務
を
負
い
誓
言
を

な
す
乙
と
に
よ
っ
て
と
れ
を
契
約
的
に
束
縛
し
よ
う
と
し
、
最
後
に
魔
術
、
魔
法
を
か
け
る
と

と
に
よ
っ
て
自
然
を
呪
縛
し
よ
う
と
し
た
。
と
れ
ら
す
べ
て
の
儀
式
が
次
第
に
整
え
ら
れ
る
に

つ
れ
て
原
始
人
の
宗
教
的
礼
拝
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
宗
教
の
底
に
あ
る
も
の
は

原
始
人
の
自
然
に
対
す
る
願
望
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
願
望
の
故
に
自
然
的
因
果

律
に
代
置
さ
れ
た
錯
誤
の
迷
妄
が
原
始
人
の
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
の
成
立
が
願
望
に
よ
る
錯
誤

の
迷
妄
に
あ
る
と
と
は
現
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
人
聞
は
そ
の
存
在
の
有
限
性
の
故
に

自
己
の
不
全
低
劣
を
嘆
く
抗
う
つ
期
の
あ
る
と
と
を
免
れ
な
い
。
と
の
時
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る

円
満
具
足
の
全
く
非
利
己
的
な
る
存
在
が
即
ち
神
性
で
あ
る
。
乙
の
明
る
い
鏡
を
見
入
る
時
自

己
が
汚
濁
の
存
在
に
見
え
る
乙
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
乙
れ
が
即
ち
罪
立
の
体
験
で
あ
る
。
し

か
る
に
と
の
神
性
は
す
で
に
人
聞
の
錯
誤
の
迷
妄
が
で
っ
ち
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら

ば
全
く
非
利
己
的
な
最
高
の
道
徳
怯
の
存
在
す
る
乙
と
は
次
の
と
と
か
ら
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

4 



る
。
先
ず
第
一
に
凡
そ
他
人
の
た
め
に
何
か
善
き
こ
と
を
為
し
得
る
た
め
に
は
、
自
分
の
た
め

に
非
常
に
多
く
の
ζ

と
を
為
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
第
二
に
足
と
犠
牲
の
行
為
が
な
さ
れ
る
た

め
に
は
そ
れ
を
受
納
し
て
飽
か
な
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
存
在
が
前
提
さ
れ
る
が
、
最
高
の
道
徳
性

が
存
在
す
る
た
め
に
不
道
徳
性
の
存
在
が
必
要
と
な
る
乙
と
は
最
高
の
道
徳
性
を
消
滅
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
性
が
す
で
に
人
間
の
錯
誤
の
迷
妥
の
結
果
と
す
る

な
ら
ば
、
℃
の
迷
妄
の
銃
に
照
し
て
自
ら
苦
し
ん
だ
・
罪
責
も
亦
錯
誤
の
迷
妄
と
云
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ー
さ
て
人
聞
に
と
っ
て
は
先
の
日
中
つ
つ
期
と
同
様
に
自
己
に
満
足
す
る
昂
揚
期
の
訪

れ
る
乙
と
も
必
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
に
と
っ
て
は
ζ

の
新
し
い
自
己
尊
重
が
容
易
に

信
じ
ら
れ
な
い
。
曽
っ
て
罪
責
の
休
験
の
内
に
神
の
怒
り
を
見
た
よ
う
に
今
度
は
神
の
慈
悲
を

引
き
入
れ
て
解
釈
し
乙
れ
を
恩
寵
と
見
倣
す
。
彼
が
恩
寵
と
か
救
済
と
か
呼
ぶ
も
の
は
実
は
自

己
恩
筒
、
自
己
救
済
な
の
で
あ
る
?
と
れ
亦
錯
誤
に
基
く
迷
妄
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
の

よ
う
に
宗
教
の
諸
現
象
は
願
望
を
原
理
と
し
認
識
を
は
な
れ
て
情
念
に
つ
か
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
情
念
の
奔
放
、
「
放
電
」
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
宗
教
的
と
云
わ
れ
る
現
象
の
解
明
さ

れ
る
と
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
宗
教
的
道
徳
性
の
一
に
あ
げ
ら
れ
る
禁
慾
も
人
聞

が
支
配
慾
の
対
象
を
外
に
求
め
ず
内
に
求
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
自
己
自
身
の
分
身
に
加
え
る
暴
虐
の
逸
楽
と
も
云
う
と
と
が
出
来
る
。
同
様
に
大
き
な
自

己
否
定
、
自
己
犠
牲
が
永
続
し
て
習
慣
と
な
る
時
そ
れ
は
神
聖
の
境
地
と
な
る
が
、

ζ

れ
と
て

も
激
情
の
な
せ
る
業
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
高
度
の
昂
否
、
猛
烈
な
感
激
の
影
響
の
も

と
に
あ
?
て
は
と
に
か
く
偉
大
な
も
の
、
猛
烈
な
も
の
、
途
方
も
な
い
も
の
を
欲
す
る
。
そ
の

時
自
分
自
身
の
犠
牲
が
他
人
を
犠
牲
に
す
る
の
と
同
じ
位
に
、
成
は
そ
れ
以
上
に
自
分
を
堪
能

さ
せ
る
乙
と
に
気
が
つ
く
と
自
己
犠
牲
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合
本
当
に
肝
要
な
事

柄
は
百
分
の
感
激
の
放
電
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
緊
張
を
軽
く
す
る
た
め
に
は
敵
共
の
槍
ぷ
す

ま
を
総
づ
か
み
に
し
て
自
分
の
胸
に
え
ぐ
り
乙
む
こ
と
も
あ
り
得
る
。
自
己
犠
牲
は
自
己
の
否

定
、
も
っ
と
も
克
服
し
難
い
敵
の
克
服
と
し
て
道
徳
的
な
も
の
の
絶
頂
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
が
感
激
の
放
電
の
内
に
な
さ
れ
る
時
は
偶
然
的
に
な
さ
れ
た
と
も
云
い
得
る
の
で

あ
る
。
激
情
か
ら
醒
め
た
時
、
行
為
者
は
先
の
瞬
間
的
道
徳
性
に
も
は
や
得
心
が
行
か
な
く
な

る
が
、
さ
き
の
行
為
を
目
撃
し
た
人
々
の
讃
嘆
が
彼
に
そ
の
行
為
を
続
け
し
め
る
。
激
情
も
讃

嘆
も
表
え
た
時
に
は
誇
り
が
行
為
者
の
慰
め
と
な
る
。
禁
慾
、
神
聖
の
宗
教
的
現
象
を
あ
ら
し

め
る
も
の
も
亦
情
念
に
よ
る
迷
妄
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
の
も
つ
異
常
に
強
い
影
響

力
、
伝
播
力
も
教
祖
に
対
す
る
信
徒
の
錯
誤
と
情
念
の
迷
妄
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
教
祖

一l
チ
ェ
の
カ
ン
ト
観
に
つ
い
て

そ
の
二
(
栃
木
)

の
影
響
力
の
も
と
と
な
る
も
の
は
彼
が
事
実
あ
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
信
徒
に
意

味
す
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
信
徒
の
誤
っ
た
解
釈
は
教
祖
を
超
人
的
存
在
に
祭
り
上
げ
、

そ
の
教
説
に
対
す
る
盲
目
的
信
仰
を
生
む
に
至
る
。

ζ

の
盲
信
は
自
己
の
誤
解
も
教
祖
の
弱
点

も
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
教
祖
以
上
の
影
響
力
、
伝
搭
力
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
理
性

的
思
考
を
去
り
、
情
緒
の
昂
進
を
計
る
配
慮
は
常
に
宗
教
の
，
岳
民
に
伴
っ
て
い
る
。
教
会
建
築
、

教
会
音
楽
、
僧
侶
の
読
経
皆
然
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
拝
の
形
式
の
内
に
、
深
く
悔
恨
に

砕
か
れ
又
希
望
に
悦
惚
と
す
る
宗
教
的
情
緒
が
深
く
人
間
の
心
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
。
か
く
し

て
心
情
を
牙
城
と
す
る
宗
教
は
覆
え
し
が
た
い
伝
統
の
力
を
も
つ
に
至
る
。
心
を
悦
ば
す
こ
と

が
亦
真
実
で
あ
る
よ
う
に
願
う
心
が
知
る
よ
り
も
信
ず
る
こ
と
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教

を
成
立
さ
せ
る
も
の
は
願
望
に
蕊
く
錯
誤
と
情
念
の
迷
妄
な
の
で
あ
る
。

ニ
l
テ
ェ
に
よ
る
な
ら
ば
ホ
メ
ロ
ス
の
空
想
の
軽
や
か
さ
は
ギ
リ
シ
ャ
人
の
過
度
に
情
熱
的

な
心
情
と
鋭
す
ぎ
る
理
性
を
和
げ
て
一
時
の
休
息
を
得
さ
せ
る
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
等
の
理
性
は
誤
り
な
く
人
生
の
苦
酸
、
残
酷
を
見
抜
い
た
。
し
か
も
そ
れ
と
知

り
つ
つ
人
生
を
嘘
で
包
ん
で
戯
れ
る
と
乙
ろ
に
彼
等
の
芸
術
の
役
割
が
あ
っ
た
。
芸
術
は
生
の

苦
痛
を
ま
ぎ
ら
わ
そ
う
と
す
る
情
念
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
現
実
の
上
に

薄
紗
を
か
ぶ
せ
る
錯
誤
の
迷
妄
が
必
須
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
韻
律
は
弁
説
の
作
為
を
助
け
思
考

の
不
純
正
を
そ
そ
り
立
て
る
。
そ
れ
は
思
考
の
上
に
投
げ
か
け
る
影
に
よ
っ
て
隠
し
た
り
浮
き

立
た
せ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
芸
術
は
不
純
正
な
思
考
の
薄
紗
を
か
ぶ
せ
る
ζ

と
に
よ
っ
て

人
生
の
容
姿
を
見
る
に
た
え
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
芸
術
も
亦
錯
誤
と
情
念
の
迷
妄
に
よ

っ
て
成
立
す
る
。
例
え
ば
芸
術
特
有
の
現
象
と
考
え
ら
れ
る
天
来
の
笠
感
な
る
も
の
は
大
衆
の

錯
覚
で
、
芸
術
家
が
大
衆
を
欺
く
た
め
に
故
意
に
よ
そ
お
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
は
あ
ら

ゆ
る
完
全
な
も
の
を
見
る
と
そ
の
生
成
の
由
来
を
問
う
の
を
止
め
て
現
花
す
る
も
の
を
楽
し
む

の
が
習
い
で
あ
る
。
完
全
な
芸
術
作
品
の
理
念
は
、
恩
寵
の
よ
う
に
天
か
ら
照
し
降
さ
れ
る

(
Z
S
E
E
n
z
g
)
と
云
う
信
仰
が
あ
る
。
芸
術
家
は
大
衆
の
奇
蹟
を
好
む
鈴
覚
を
暫
助
す
る

乙
と
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
の
完
全
を
信
じ
る
よ
う
に
附
若
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
創
作

当
初
の
昂
恋
し
た
不
安
状
態
や
耳
を
そ
ば
だ
て
る
夢
惣
な
ど
を
霊
感
と
称
し
て
芸
術
の
中
に
持

ち
こ
む
の
で
あ
る
。
天
来
の
霊
感
は
大
衆
の
錯
誤
の
迷
妄
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
乙
の
霊
感
に
志

4

ま
れ
る
天
才
な
る
存
在
を
作
り
出
す
の
は
大
衆
の
虚
栄
心
で
あ
る
と
も
云
え
る
。
人
間
の
虚
栄

心
、
自
尊
心
は
こ
の
よ
う
に
勝
れ
た
才
能
を
天
か
ら
恵
ま
れ
た
特
別
の
才
能
と
し
て
の
み
容
認

す
る
。
そ
れ
を
特
別
の
も
の
を
見
る
時
の
み
競
争
す
る
気
が
起
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
見
る

5 



第
一
号

な
ら
ば
天
才
は
大
衆
の
情
念
の
迷
妄
が
作
り
出
す
も
の
と
も
云
え
る
。
大
芸
術
家
の
着
想
に
も

常
に
傑
作
と
な
ら
ん
で
駄
作
、
凡
作
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
彼
の
す
ぐ
れ
た
判
断
力
が
取
捨
選

択
す
る
の
で
あ
る
。
大
芸
術
家
は
た
だ
創
案
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
捨
て
去
り
、
筒
い
分
け
、

造
り
変
え
、
整
え
る
乙
と
に
か
け
て
も
倦
む
乙
と
を
知
ら
ぬ
偉
大
な
労
務
者
で
あ
る
。
天
才
は

決
し
て
恩
箆
の
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
又
屡
々
人
は
芸
術
作
品
に
お
け
る
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ

も
の

2
g
z♀
司
自
島
宮
田
自
問
E
a
d
q
R
S
を
口
に
す
る
。
乙
れ
亦
錯
誤
の
迷
妄
の
な
せ

忍
迷
信
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
形
式
と
い
う
も
の
は
作
品
の
思
想
に
口
を
利
か
せ
る
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
作
品
の
物
の
云
い
方
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
言
語
と
同
じ
よ
う

に
何
時
も
何
処
か
し
ま
り
の
な
い
と
乙
ろ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
芸
術
に
お
い
て
は
、

浮
彫
の
像
が
壁
か
ら
抜
け
出
る
途
中
で
阻
ま
れ
停
っ
て
い
る
が
故
に
一
一
層
空
想
を
そ
そ
り
立
て

る
よ
う
に
、
い
わ
ば
浮
彫
風
の
不
完
全
な
表
現
が
委
曲
を
尽
し
た
表
現
よ
り
も
効
川
市
的
な
場
合

が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
又
芸
術
家
が
人
聞
の
典
型
的
な
性
格
を
創
造
す
る
と
云
わ
れ
る
。
こ

れ
亦
錯
誤
の
迷
妄
で
あ
っ
て
、
元
来
人
間
の
性
格
な
ど
と
簡
単
に
云
う
の
が
す
で
に
皮
相
な
誇

張
、
一
般
化
の
結
川
市
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
芸
術
家
の
「
創
造
し
た
」
性
格
に
は
現
実
の
人
間

の
必
然
性
は
う
か
が
う
べ
く
も
な
い
。
芸
術
作
品
に
典
型
的
な
性
格
を
見
る
の
は
、
現
実
世
界

に
お
い
だ
も
屡
々
不
自
然
な
、
単
純
化
さ
れ
た
人
間
像
で
と
と
を
す
ま
そ
う
と
す
る
錯
誤
の
迷

妄
の
な
せ
る
業
で
あ
る
。
又
悲
劇
を
見
る
の
に
快
い
涙
を
心
ゆ
く
ま
で
流
す
こ
と
を
欲
し
て
い

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
幻
影
を
以
っ
て
足
れ
り
と
し
、
幻
影
に
欺
か
れ
る
と
と
を
自
ら
欲
し
て

い
た
も
の
と
し
て
情
念
の
迷
妄
の
な
せ
る
業
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
大
衆
は
芸
術

に
は
無
理
解
な
の
が
常
で
応
る
。
傑
作
必
ず
し
も
味
識
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
大
衆
と
芸
術
家
の
不

幸
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
が
こ
の
不
幸
を
避
け
、
大
衆
が
芸
術
に
近
づ
き
、
芸
術
が
大

衆
に
近
づ
乙
う
と
す
る
時
、
そ
乙
に
は
必
然
的
に
錯
誤
と
情
念
の
迷
妄
が
入
り
乙
ま
ざ
る
を
得

な
い
。
最
高
の
芸
術
作
品
、
例
え
ば
神
曲
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
絵
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
壁
画
、

ゴ
チ
ッ
ク
の
大
伽
藍
も
作
者
を
も
合
め
た
大
衆
の
宗
教
的
迷
妄
に
対
す
る
信
仰
な
く
し
て
は
成

立
し
得
な
か
っ
あ
た
で
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
乙
の
場
合
迷
妄
の
存
在
は
芸
術
の
偉
大
を
さ
ま

た
げ
て
い
な
い
。
芸
術
の
偉
大
は
生
の
高
揚
に
あ
る
か
ら
で
応
る
。
芸
術
は
形
而
上
学
、
道
徳
、

宗
教
が
錯
倒
し
た
生
の
迷
妄
を
原
理
と
し
て
強
制
す
る
の
と
異
り
、
生
の
高
揚
を
端
的
に
目
指

す
も
の
と
し
て
.
迷
妄
の
害
に
煩
わ
さ
れ
る
と
と
の
も
っ
と
も
少
い
も
の
と
云
い
得
る
。

以
土
に
お
い
て
ニ

l
チ
ェ
は
形
而
上
学
)
道
徳
、
宗
教
、
芸
術
の
す
べ
て
に
お
け
る
錯
誤
と

情
念
の
迷
妄
を
摘
決
し
た
。
し
か
し
こ
の
迷
妄
が
生
に
必
然
な
る
乙
と
、
む
し
ろ
そ
の
故
に
生

兵
庫
農
科
大
学
研
究
報
告
'

第
七
巻

人
文
科
学
編

の
豊
穣
と
偉
大
の
あ
り
得
る
所
以
を
も
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
か
っ
た
。
彼
の
思
索
は
生
の

迷
妄
を
摘
扶
、
批
判
す
る
否
定
態
か
ら
始
ま
っ
て
そ
れ
の
生
に
お
け
る
役
割
を
題
解
す
る
肯
定

態
へ
と
進
ん
で
い
る
。
否
定
態
か
ら
肯
定
態
へ
と
は
云
つ
て
は
そ
れ
は
勿
論
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら

オ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム
に
移
る
と
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
単
な
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
ォ
プ
テ
イ
ミ
ズ
ム

こ
そ
迷
妄
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
と
っ
た
道
は
生
の
よ
り
深
所
に
即
し
つ
つ
迷
妄
を

直
視
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
。
彼
の
迷
妄
呼
ば
わ
り
は
時
と
し
て
怒
意
の
行
き
過
ぎ
か
ら

そ
の
す
べ
て
が
当
を
得
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
因
習
を
打
破

し
て
生
を
直
視
し
、
そ
の
上
で
独
自
の
否
定
と
肯
定
を
な
す
遠
近
法
的
視
野
を
展
開
し
よ
う
と

す
る
試
み
の
内
に
は
彼
の
生
の
自
覚
の
深
化
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
伝
統
的
な
学

的
立
場
と
は
全
く
異
る
生
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
努
方
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
ニ

I
チ
ェ
は
自
己
の
立
場
の
確
立
に
専
念
す
る
と
乙
ろ
か
ら
カ
ン
卜
に
ふ
れ
る
場
合
も
学
説
批
判

と
云
う
同
じ
土
俵
に
お
い
て
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
生
の
立
場
を
は
な
れ
て
学
の
立
場
に
つ

く
乙
と
に
な
ろ
う
。
む
し
ろ
自
己
の
立
場
の
充
実
の
努
力
、
立
場
対
立
場
の
戦
の
内
に
、
学
的

世
堺
観
、
理
想
主
義
的
道
徳
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
た
る
カ
ン
ト
に
対
す
る
間
接
の
批
判
が
な
さ
れ

て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
見
る
な
ら
ば
形
而
上
学
、
道
徳
、
宗
教
ι

，
芸
術
の
何
れ

に
関
し
て
も
カ
ン
卜
批
判
に
枚
挙
の
限
な
し
と
云
え
る
。
乙
乙
で
は
は
っ
き
り
と
カ
ン
ト
の
名

指
さ
れ
た
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
第
一
に
お
い
て
は
数
の
法
則
が
発
明
さ
れ
た

の
は
、
幾
つ
か
の
間
じ
物
が
あ
る
、
或
は
少
く
と
も
物
が
あ
る
と
云
う
迷
妄
に
基
く
と
説
い
た

後
に
、
円
カ
ン
ト
が
『
悟
性
は
そ
の
法
則
を
自
然
か
ら
掬
み
と
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
対
し
て

法
則
を
定
め
て
や
る
の
だ
』
と
云
う
が
、
こ
れ
は
自
然
と
云
う
概
念
に
関
し
て
は
完
全
に
真
実

で
あ
る
。
我
々
は
と
の
概
念
を
自
然
と
結
び
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
が
(
自
然
l
表
象
と
し
て
、

つ
ま
り
迷
妄
と
し
て
の
世
界
)
、
乙
れ
は
一
群
の
悟
性
の
迷
妄
の
集
積
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
表

象
で
な
い
よ
う
な
世
界
に
は
数
の
法
則
は
全
く
適
用
出
来
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
則
は
た
だ
人
間

世
界
で
の
み
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ニ

l
チ
ェ
は
カ
ン
ト

の
所
調
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
承
認
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

zaRud司四
-zz〈
OBE-

-gm-
品

a
r
a
g
H
目

Z
H
R
E
B
戒
は
又
門
岡
山
佃
〉
民
間
口
富
田
町
四
百
ロ
飼
田
町
田

R
E
g
m由

4
2

H
H
H
B

自問同ロ

L
g
〈同同
mgロ弘
g
と
云
う
ニ

l
チ
ェ
独
自
の
自
然
の
概
念
に
照
し
て
〈
宮
田
宮
』

曲
目
岳
同
国
民
弘
自
国
昌
弘
同
色
m
H
Z白
ZH)
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
と
は
す
で
に
悟
性
の

迷
妄
の
集
積
な
の
で
あ
る
か
ら
伍
怪
が
そ
乙
か
ら
法
則
を
掬
む
の
で
は
な
く
、
そ
乙
に
法
則
を

定
め
る
の
で
あ
る
乙
と
は
あ
た
か
も
数
に
関
す
る
錯
誤
の
迷
妄
あ
っ
て
数
学
の
成
り
立
つ
如
く
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で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
ニ

l
チ
ェ
の
強
調
は
迷
妄
の
強
調
に
あ
る
。
一
見
カ
ン
卜
を
承
認

す
る
に
以
て
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
己
の
立
場
よ
り
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
暗
に
カ
ン

卜
が
錯
誤
の
迷
妄
の
自
覚
な
き
「
真
理
」
信
仰
の
立
場
、
学
の
立
場
の
楽
観
主
義
に
立
つ
こ
と

を
示
す
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
神
が
世
界
の
運
命
を
導
い
て
遂
に
は
人
類
を
救
済
す
る
と
云
う

信
仰
が
衰
え
た
後
に
は
人
間
自
身
が
世
界
普
遍
の
目
標
を
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と

述
べ
た
後
に
「
古
風
な
道
徳
、
特
に
カ
ン
卜
の
道
徳
は
万
人
に
求
め
る
よ
う
な
行
為
を
個
人
か

ら
求
め
る
。
こ
れ
は
仲
々
無
邪
気
な
話
だ
っ
た
。
ま
る
で
ど
う
ゅ
う
行
為
を
す
れ
ば
人
類
全
体

が
仕
合
せ
に
な
る
か
、
従
っ
て
ど
う
ゅ
う
行
為
が
一
般
に
望
ま
し
い
か
を
夫
々
の
人
聞
が
何
の

造
作
も
な
く
分
る
と
で
も
云
う
よ
う
な
話
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
が
、
万
人
に

求
め
る
よ
う
な
行
為

(
F
E
5
3・
3
-
n
r
g
:自
由
ロ

g
Fロ
5
2
2
3
5

を
個
人
か
ら
求
め
る
こ
と
は
善
の
尺
度
を
普
遍
妥
当
性
(
匡
Z
2
5
Z
2
5悶
E
X
)
に
置
く

こ
と
で
あ
る
。
学
の
立
場
に
立
っ
て
道
徳
を
論
じ
た
カ
ン
ト
は
結
局
「
汝
の
行
為
の
格
率
が
汝

の
意
志
に
よ
っ
て
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
の
命
法
を
最
高
の
道

徳
律
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
命
法
の
底
に
は
認
識
の
基
準
を
以
っ
て
道
徳
の
基
準
と

な
そ
う
と
す
る
、
即
ち
「
真
理
」
信
仰
に
「
道
徳
」
信
仰
を
基
か
し
め
よ
う
と
す
る
安
易
さ
が

あ
る
。
そ
の
道
徳
説
が
学
的
に
如
何
に
精
赦
で
あ
り
得
て
も
内
容
空
疏
を
免
れ
な
い
の
は
「
如

何
に
し
て
認
識
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
の
聞
の
方
式
を
そ
の
ま
ま
「
如
何
に
し
て
道
徳
は
可
能

で
あ
る
か
」
と
の
聞
に
移
し
て
怪
し
も
う
と
し
な
い
カ
ン
ト
の
態
度
、
約
言
す
れ
ば
根
本
的
に

生
の
自
覚
を
欠
い
た
態
度
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
乙
の
故
に
ニ

l
チ
ェ
は
普
遍
妥
当
性
を
尺

皮
と
す
る
カ
ン
ト
の
道
徳
を
無
邪
気
な
も
の
と
笑
い
「
将
来
人
類
の
様
々
な
慾
求
を
あ
ま
ね
く

見
渡
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
万
人
が
同
じ
行
為
を
す
る
と
と
な
ど
は
恐
ら
く
少
し
も
望
ま
し

い
こ
と
と
は
見
え
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
世
界
普
遍
の
目
標
の
た
め
に
は
人
類
の
す
べ
て
の
地

域
に
対
し
て
夫
々
特
殊
な
任
務
、
事
情
に
よ
っ
て
は
悪
い
任
務
さ
え
も
負
わ
さ
れ
る
の
が
本
当

か
も
知
れ
な
い
」
と
郎
捻
し
て
普
遍
妥
当
性
の
尺
度
に
代
る
べ
き
遠
近
法
的
視
野
を
暗
示
す

る
。
第
三
に
は
栄
昧
主
義
(
。
r∞
宮
町
自
民
団
自
己
国
)
は
精
神
の
啓
栄
を
妨
害
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
さ
れ
る
が
、
逆
に
過
度
の
精
放
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
に
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
な
さ
れ
得
る
と
説
い
た
後
に
カ
ン
ト
が
「
知
に
そ
の
限
界
を
示
す
と
と
に
よ
っ
て
信
仰
に
道

を
開
こ
う
と
し
た
」
と
云
う
時
、
そ
れ
は
栄
昧
主
義
の
利
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
お
そ
れ
は
な
か

っ
た
か
と
の
疑
問
を
提
出
す
る
。
即
ち
生
の
自
覚
な
き
学
の
立
場
の
精
紋
は
か
え
っ
て
栄
昧
主

義
、
こ
の
場
合
に
は
宗
教
の
迷
安
を
助
け
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
カ
ン
ト
批
判
で
あ
る
。
ニ

一
l
チ
ェ
の
カ
ン
ト
観
に
つ
い
て

そ
の
ニ
(
栃
木
)

ー
チ
ェ
の
生
の
立
場
は
成
程
学
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
が
そ
れ
は
決
し
て
理
性
を
否
定
す
山
町

立
場
で
は
な
い
。
む
し
ろ
生
の
自
覚
に
立
っ
た
理
性
を
最
後
の
拠
り
所
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

乙
の
生
に
根
ざ
し
た
知
は
カ
ン
卜
の
言
表
の
よ
う
に
信
仰
の
た
め
に
し
か
も
容
易
に
己
を
制
限

し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
三
つ
の
カ
ン
ト
批
判
は
学
的
精
紋
の
陰
に
か
く
れ
た

生
の
無
自
覚
を
、
認
識
、
道
徳
、
宗
教
の
三
分
野
に
即
し
て
摘
扶
し
た
も
の
と
云
え
よ
う
。
「
人

間
的
な
、
余
り
に
人
間
的
な
」
に
お
い
て
ニ

l
チ
ェ
は
前
述
の
と
お
り
主
と
し
て
生
の
迷
妄
の

底
を
直
視
す
る
自
己
の
生
の
立
場
の
確
立
に
専
念
し
て
い
る
が
、
そ
の
カ
ン
卜
批
判
の
寸
一
一
口
も

生
の
立
場
の
充
実
に
つ
れ
て
次
第
に
正
鵠
を
射
る
鋭
さ
と
所
説
の
主
量
感
を
増
し
て
来
て
い
る

の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

(
未
完
、
原
文
引
用
に
当
つ
て
は
阿
部
六
郎
氏
訳
を
借
り
た
)
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