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ゲ
ー
テ
の
『
詩
と
真
実
』
に
つ
い
て

岩

　

　

崎

　

　

允

　

　

胤

ヶ
ー
テ
の
世
界
へ
と
わ
た
く
し
の
眼
が
人
き
く
開
か
れ
た
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
旧
制
高
校
の
竹
山
道
雄
教
授
の
お
か
け
で
あ

る
。
そ
の
頃
、
茅
野
粛
々
の
『
独
逸
浪
漫
t
義
』
な
と
を
通
し
て
ノ
ウ
ァ
ー
リ
ス
、
ク
リ
ル
パ
ル
ツ
ェ
ル
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
F
●

シ
ュ
レ
ー
ケ
ル
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
タ
ー
ら
に
近
つ
い
て
い
た
わ
た
く
し
で
あ
っ
た
が
、
旧
制
高
校
二
年
の
ト
イ
ツ
語
を
担
当
し

た
竹
山
教
授
は
、
レ
ク
ラ
ム
版
の
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
『
ケ
ー
テ
と
の
対
話
』
T
、
一
八
二
八
⊥
八
一
二
▲
年
（
G
e
s
p
r
賢
e
m
－
t

G
。
蔓
や
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
ゲ
ー
テ
の
世
界
に
導
き
、
と
き
お
り
「
五
月
の
歌
」
（
M
a
こ
】
e
d
）
、
「
ト
ゥ
ー
レ
の

上
」
（
D
e
r
賢
n
－
g
l
n
T
F
u
】
e
）
、
「
魔
上
」
（
E
ユ
k
O
n
－
g
）
な
と
を
黒
坂
に
書
い
て
、
ケ
ー
テ
の
原
詩
を
鑑
賞
す
る
手
は
と
き
を
し

て
く
れ
た
。
そ
れ
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
わ
た
く
し
は
名
著
と
い
わ
れ
る
木
村
謙
治
の
分
ル
い
『
若
き
ケ
ー
テ
研
究
』
を
読
み
、
ク

レ
ー
ト
ヒ
ユ
ン
、
セ
ー
セ
ン
ハ
イ
ム
の
森
と
プ
リ
Ⅰ
ト
リ
ケ
の
物
語
り
、
ま
た
、
ケ
ー
テ
の
ヘ
ル
タ
ー
と
の
歴
史
的
な
出
会
い
、

か
れ
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヤ
コ
ー
ヒ
へ
の
傾
倒
な
と
に
、
大
き
な
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
た
っ
た
。

＊
　
ケ
ー
テ
は
『
詩
と
口
実
』
の
な
か
で
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
、
1
わ
た
し
の
う
え
に
決
定
的
な
揖
轡
を
与
え
、
わ
た
し
の
あ
ら
ゆ
る
忠
恕
の

ぅ
ぇ
に
強
大
な
働
き
を
及
ぼ
し
た
偉
人
、
そ
れ
は
あ
の
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
っ
た
」
と
訳
∪
き
、
ま
た
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
と
い
え
は
、
デ
カ
ル
ト
の
学

説
か
ら
出
発
し
て
、
数
学
と
梢
太
神
学
と
を
教
養
の
坂
路
に
し
て
思
想
の
絶
頂
を
極
め
た
特
異
の
偉
人
で
、
か
れ
の
達
し
え
た
こ
の
絶
頂
に
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は
今
日
で
も
ま
だ
、
あ
ら
ゆ
る
思
索
的
努
力
の
目
標
た
る
へ
き
価
値
が
あ
る
と
患
う
」
（
下
、
四
二
九
、
五
〇
八
1
九
ペ
1
∴
シ
）
、
と
高
く
評

価
し
て
い
る
。

当
時
、
淡
谷
・
宮
益
坂
を
青
山
の
方
向
に
の
ぼ
り
つ
め
た
あ
た
り
に
、
大
化
書
房
と
い
う
開
店
し
て
間
も
な
い
新
酒
な
書
店
が

あ
っ
た
。
い
ま
の
よ
う
に
何
本
も
の
大
道
が
あ
ち
こ
ち
で
交
叉
し
、
車
が
ご
う
ご
う
と
音
を
た
て
て
走
り
ま
く
る
の
を
高
度
に
文

化
的
だ
と
喜
ぶ
よ
う
な
人
は
当
時
は
お
る
は
ず
も
な
く
、
か
え
っ
て
、
郡
ひ
て
い
る
と
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
都
電
の
軌
道

の
敷
か
れ
た
道
は
、
古
山
方
面
の
静
か
な
落
着
い
た
街
並
み
へ
と
通
じ
て
い
た
。
宮
益
坂
上
に
近
い
あ
の
大
化
書
房
で
、
わ
た
く

し
は
、
い
ま
机
上
に
重
ね
て
置
い
て
あ
る
金
文
字
で
飾
ら
れ
た
立
派
な
装
幌
の
『
詩
と
真
実
』
上
下
二
巻
（
彗
＝
田
平
蔵
訳
－
ゲ
ー

テ
の
こ
の
著
作
は
全
四
部
二
十
巻
か
ら
成
る
　
ー
）
を
入
手
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
、
吉
山
六
丁
目
あ
た
り
か
ら
渋
谷
、
原
宿
、
駒
場
の
界
隈
に
居
住
、
あ
る
い
は
通
勤
・
通
学
し
て
い
た
人
々
の
な
か
に
は
、

こ
の
苔
店
を
い
ま
も
覚
え
て
い
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
爽
や
か
な
感
じ
の
若
夫
婦
が
経
営
し
て
い
て
、
思
想
と
芸
文
に
か
ん
す
る

わ
れ
わ
れ
の
意
欲
を
そ
そ
る
新
刊
を
書
棚
に
並
へ
て
い
た
。
わ
た
く
し
が
こ
の
書
店
で
購
入
し
た
思
い
出
深
い
書
物
と
い
え
ば
、

上
記
の
『
詩
と
古
妻
』
の
は
か
に
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
希
腹
芸
術
模
倣
論
』
（
沢
柳
大
五
郎
訳
、
児
島
喜
久
雄
後
序
）
を
筆

頭
と
し
て
、
片
山
敏
彦
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
』
、
メ
レ
ン
ュ
コ
フ
ス
キ
ー
『
永
遠
の
伴
侶
』
上
下
二
冊
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
悪
の

華
』
、
シ
ー
ド
『
地
の
糧
』
、
そ
の
他
ラ
ン
ボ
ー
、
リ
ラ
ダ
ン
、
ウ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
ら
の
詩
集
（
も
ち
ろ
ん
日
本
語
訳
）
な
と
で
あ
っ

た
。
い
ま
の
よ
う
に
、
良
書
が
お
び
た
だ
し
い
雑
書
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
讃
店
で
は
、
興
味
を
そ
そ

る
知
性
と
情
感
豊
か
な
書
物
を
容
易
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
、
わ
た
く
し
は
、
散
歩
の
お
り
な
と
、
白
線
帽
に
高

下
駄
、
冬
に
は
黒
マ
ン
ト
を
は
お
っ
て
、
よ
く
そ
の
店
に
出
入
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
－
そ
れ
か
ら
大
学
時
代
に
か
け
て
。

不
思
議
と
そ
の
書
店
は
懐
し
く
、
今
日
に
な
っ
て
も
と
き
と
き
思
い
だ
す
。
そ
し
て
、
あ
の
若
夫
婦
は
、
あ
の
蛾
烈
な
無
謀
な

戦
争
を
無
事
に
生
き
抜
い
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
は
そ
う
信
じ
た
い
。
な
に
し
ろ
天
皇
の
召
集
令
状
は
、
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愛
し
あ
う
人
々
の
間
を
非
情
冷
酷
に
も
引
き
裂
き
、
未
来
に
富
む
若
人
を
虫
蝮
同
然
に
侵
略
戦
争
の
戦
場
に
駆
り
た
て
た
し
、
B

2
9
の
大
挙
空
襲
は
、
こ
の
宵
山
一
帯
に
も
、
鬼
神
を
す
ら
実
か
せ
る
焦
熱
地
獄
を
ま
の
あ
た
り
に
現
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う

い
う
腹
立
た
し
く
、
悲
し
い
、
じ
つ
に
辛
い
時
代
で
あ
っ
た
。
＋
・
【
・
・
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
あ
の
書
店
に
は
、
わ
た
く

し
に
と
っ
て
、
息
の
つ
け
る
、
思
想
と
芸
文
の
旅
路
で
の
一
つ
の
未
来
的
な
触
れ
合
い
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
わ
た
く
し
が
『
詩
と

真
実
』
に
出
会
っ
た
の
も
、
そ
こ
の
書
棚
で
あ
っ
た
（
一
九
二
九
年
の
こ
と
）
。

ま
え
が
さ
が
脱
線
し
て
意
外
と
長
く
な
っ
た
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ケ
ー
テ
『
詩
と
真
実
1
わ
が
生
活
よ
り
　
－
　
』

（
D
－
C
h
t
u
n
g
∈
d
W
P
h
r
h
e
】
t
l
A
u
s
m
e
－
n
e
m
L
e
b
e
n
　
－
　
）
　
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
わ
た
く
し
か
半
世
紀
も
前
に
読
ん
で

深
い
感
銘
を
う
け
、
そ
の
後
い
く
た
び
か
読
み
甫
し
た
い
と
思
い
な
が
ら
そ
の
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
著
作
に
、
い
ま
た

ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
嬉
し
い
。
そ
の
後
、
小
牧
健
夫
、
山
崎
章
甫
、
河
原
忠
彦
ら
の
訳
が
出
さ
れ
た
が
、
わ
た
く
し
は
以

卜
で
は
、
十
と
し
て
　
－
文
体
は
占
い
け
れ
と
も
　
ー
　
か
つ
て
読
ん
だ
増
富
平
蔵
訳
（
一
九
一
．
ム
ー
六
年
）
に
嘉
本
的
に
拠
り
、

傍
に
原
文
を
置
い
て
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
著
作
は
、
日
伝
で
は
あ
る
が
、
事
実
の
記
述
と
同
時
に
ロ
マ
ン
と
い

う

著

者

ケ

ー

テ

の

意

図

も

う

か

が

わ

れ

、

と

く

に

、

グ

レ

ー

ト

ヒ

エ

ン

、

フ

リ

ー

ト

リ

ケ

、

ロ

ッ

テ

、

リ

リ

ー

と

の

、

あ

い

つ

ぐ

愛
の
物
語
が
、
全
体
の
四
部
二
十
竜
の
な
か
に
み
ご
と
な
構
成
を
も
っ
て
、
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
そ
れ

ら
の
愛
の
物
語
に
た
ち
い
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
の
著
作
に
お
け
る
ま
さ
に
詩
と
貢
実
に
か
か
わ
る
若
半
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
、

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

＊
　
た
だ
し
、
引
用
の
さ
い
、
旧
仮
名
を
新
仮
名
に
な
お
し
、
ま
た
漢
字
を
平
仮
名
に
か
え
た
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
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こ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
文
学
的
な
日
伝
で
は
、
歴
史
の
な
か
の
時
代
相
、
世
相
、
思
潮
・
文
化
、
人
々
の
交
流
・
交
往
が
縫

う
よ
う
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
「
序
文
」
で
ま
ず
次
の
よ
う
に
い
う
、
「
自
分
の
内
部
に
お
け
る
心
意
の
動
き
、
外
来
の
影
響
、

理
論
的
ま
た
は
実
際
的
に
白
分
の
踏
ん
で
き
た
発
達
の
段
階
に
つ
い
て
順
序
正
し
く
物
語
ろ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
だ
け

の
狭
小
な
私
生
涯
か
ら
広
い
世
界
へ
誘
い
出
さ
れ
、
幾
百
名
と
い
う
非
凡
な
人
物
か
ら
直
接
間
接
の
感
化
を
受
け
た
こ
と
や
、
あ

る
い
は
ま
た
、
私
の
み
か
同
時
代
の
す
へ
て
の
人
々
の
う
え
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
時
代
の
推
移
、
す
な
わ
ち
一
般
的
な
政

治
的
時
代
相
と
、
そ
れ
に
付
随
し
た
す
へ
て
の
大
き
な
公
的
運
動
に
つ
い
て
も
、
そ
の
一
々
へ
綿
密
な
考
察
を
払
わ
ね
は
な
ら
な

か
っ
た
」
（
上
、
五
ペ
し
ジ
）
。
ひ
と
は
だ
れ
し
も
所
与
の
時
代
の
な
か
で
自
分
の
世
界
観
と
人
間
観
と
を
作
り
出
す
が
、
芸
術
家
、

詩
人
、
著
述
家
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
世
界
観
と
人
間
観
を
ど
の
よ
う
に
外
に
向
か
っ
て
映
し
だ
し
え
た
か
、
表
現
し
え

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
に
ぶ
つ
か
る
。
『
詩
と
貢
実
』
は
、
い
ま
引
用
し
た
よ
う
な
多
面
的
で
緻
密
な
　
「
回
想
と
熟

慮
」
を
経
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
文
豪
ゲ
ー
テ
の
作
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
内
容
は
無
尽
蔵
と
い
い
う
る
は
と

豊
富
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
は
「
序
文
」
の
末
尾
で
、
叙
述
の
仕
方
を
「
半
分
は
詩
、
半
分
は
物
語
と
い
っ
た
風
の
取
扱
い
方
」
（
h
a
－
b
p
O
e
t
－
S
C
h
e
】

h
a
－
b
h
－
S
t
O
r
－
S
C
h
e
B
e
h
a
m
d
－
u
n
g
）
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
本
文
で
「
物
語
（
E
r
N
旨
－
u
n
g
）
を
進
め
て
い
く

間
に
」
適
当
な
機
会
に
述
へ
る
つ
も
り
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
著
作
の
標
題
で
も
あ
る
詩
と
真
実
に
か
か
わ
る
こ
と

な
の
で
、
本
稿
は
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

ま
ず
二
つ
の
こ
と
を
わ
た
く
し
は
い
い
た
い
。
①
た
し
か
に
異
な
る
原
語
（
こ
こ
で
は
h
】
S
t
O
コ
S
C
h
、
つ
ま
り
名
詞
と
し
て

は
H
－
S
t
O
r
－
e
と
、
E
r
N
a
h
－
亡
m
g
と
）
に
同
じ
訳
語
「
物
語
」
を
付
け
る
の
は
、
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
②

h
－
S
冒
コ
S
C
h
を
簡
単
に
（
い
わ
ば
機
械
的
に
）
「
歴
史
的
」
と
訳
す
の
よ
り
は
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
　
（
そ
う
い

う
訳
な
ら
英
語
を
ち
ょ
っ
と
知
っ
て
い
れ
ば
、
だ
れ
だ
っ
て
で
き
る
）
。
こ
こ
で
は
訳
者
は
か
れ
な
り
の
考
慮
に
も
と
、
つ
い
て
あ
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ぇ
て
「
物
語
と
い
っ
た
風
の
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
語
の
冥
s
t
O
r
－
e
ほ
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
●

ラ
テ
ン
語
か
ら
来
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
は
、
ぎ
旦
R
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
で
は
h
l
S
t
O
コ
a
は
ま
ず
調
査
、
研
究
（
－
n
q
u
－
r
y
〉

…
完
S
t
－
g
a
t
喜
）
の
意
味
を
も
ち
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
「
博
物
誌
」
（
ト
ー
S
－
O
r
－
a
n
a
t
u
邑
－
S
）
の
場
合
な
と
も
、
な
ん
ら
「
歴
史
」

の
意
味
で
は
な
く
「
誌
」
、
つ
ま
り
書
き
と
め
た
も
の
、
記
録
の
意
味
で
あ
り
、
こ
の
語
は
も
ち
ろ
ん
歴
史
に
か
ん
す
る
こ
と
も

ぁ
り
う
る
が
、
ま
ず
は
、
歴
史
に
は
か
き
ら
な
い
調
査
、
探
撃
そ
の
記
録
一
般
を
意
味
す
る
。
ラ
テ
ン
系
の
近
代
語
と
し
て
イ

タ
リ
ア
語
で
は
、
手
持
ち
の
伊
独
辞
典
に
よ
れ
ば
、
h
は
脱
落
し
て
い
て
、
し
か
も
ー
S
t
O
コ
a
＝
s
t
O
r
－
a
と
あ
り
、
s
t
O
コ
P
に
は

G
e
s
c
h
岩
h
訂
（
歴
史
）
と
E
r
z
琶
亡
n
g
（
物
語
）
の
訳
語
が
目
さ
れ
、
ま
た
s
t
O
コ
a
n
a
t
u
邑
e
ほ
N
a
t
弓
W
－
S
S
e
n
S
C
h
賢
e
n

（
自
然
諸
科
学
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
英
語
に
お
い
て
は
h
監
O
r
y
と
s
t
O
r
y
に
分
か
れ
る
）
。
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
、

h
邑
O
r
－
a
ほ
雁
史
と
物
語
の
両
方
の
意
味
を
も
ち
、
h
－
S
t
O
コ
P
d
e
u
n
a
m
O
r
の
こ
と
き
は
「
あ
る
恋
の
物
語
」
で
あ
る
。
な
お
、

ヶ
ー
テ
と
同
時
代
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
『
歴
史
哲
学
』
を
開
け
ば
す
く
分
か
る
よ
う
に
、
G
e
s
c
h
－
C
h
忘
と
H
I
S
t
O
r
－
e

（
g
e
S
C
F
c
h
ニ
ー
C
h
と
h
－
S
t
O
r
－
S
C
h
）
と
は
某
本
的
に
峻
別
さ
れ
、
前
者
は
か
れ
の
考
え
る
本
来
の
折
半
的
な
歴
史
を
意
味
す
る
が
、

後
者
は
知
識
の
た
ん
な
る
寄
せ
集
め
に
す
き
な
い
（
し
か
も
、
な
に
も
人
間
の
社
会
や
歴
史
に
か
ん
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
論
抑

学
に
お
い
て
さ
え
も
こ
の
語
が
そ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
）
。

＊
　
■
平
暫
蛎
内
の
『
物
顆
口
几
覧
』
は
そ
の
意
味
で
の
ー
巴
○
コ
a
に
よ
る
U
黒
止
め
で
あ
ろ
う
。

＊
＊
　
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
h
邑
0
－
r
e
の
紐
を
も
つ
が
、
＝
口
頭
の
F
は
無
し
円
と
な
っ
て
い
る
。

…
＊
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
小
論
讐
子
』
は
、
本
論
に
入
る
膚
前
の
箇
所
で
、
予
備
的
に
お
こ
な
う
論
理
的
概
念
に
つ
い
て
の
説
明
や
論
理
学

の
区
分
は
「
こ
の
序
論
全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
先
廻
り
的
、
記
述
的
（
h
邑
O
r
－
S
C
h
）
で
あ
る
に
す
き
な
い
」
と
む
い
て
い
る

（
『
小
論
理
学
』
岩
波
文
庫
、
L
巻
、
一
川
∩
ペ
ー
ン
）
。
ま
た
、
か
れ
の
展
開
す
る
思
弁
的
な
論
理
学
か
ら
弁
址
法
的
な
も
の
と
理
性
的

な
も
の
と
を
と
り
の
ぞ
け
ば
、
普
通
の
論
理
学
と
同
じ
も
の
に
な
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
苦
い
て
い
る
、
「
有
限
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
無
限
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
m
心
惟
規
定
を
寄
せ
集
め
て
記
録
し
た
も
の
（
e
昌
e
連
署
コ
：
O
n
m
a
n
C
h
e
r
－
e
－

Z
u
S
a
m
m
e
n
叩
e
S
t
e
≡
e
n
G
註
a
n
k
e
n
b
e
S
t
l
m
m
u
n
g
e
コ
）
に
な
っ
て
し
ま
う
」
（
傍
点
著
者
、
同
－
ぺ
二
八
一
ペ
ー
ノ
）
と
。
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こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
ケ
ー
テ
が
こ
こ
で
い
う
h
－
S
t
O
コ
S
C
h
は
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
に
か
ん
す
る
と
い
う
意
味
で
歴
史
的
と
い

う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
の
時
代
的
な
推
移
を
も
当
然
に
含
み
な
が
ら
よ
り
広
く
諸
事
実
の
「
誌
的
」
な
記
録
・
記
述
、
そ

の
よ
う
な
物
語
（
E
r
N
賢
u
ロ
g
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
G
e
仇
C
b
岩
h
t
e
と
い
う
よ
り
か
、
】
・
．
も
ち
ろ
ん

こ
の
著
作
で
は
自
然
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
1
B
e
r
岩
ざ
K
u
n
d
e
の
意
味
で
あ
ろ
う
（
c
f
 
W
P
h
r
率
D
e
亡
t
S
C
h
e
s
W
O
r
t
e
r
l

b
u
c
h
）
。＊

　
も
っ
と
も
、
右
の
こ
と
を
念
頑
に
い
れ
た
う
え
で
、
じ
つ
さ
い
に
当
の
ゲ
ー
テ
が
h
－
S
t
O
r
－
S
C
h
あ
る
い
は
誓
s
t
O
r
・
e
と
い
う
語
を
、

前
後
の
関
係
で
ど
う
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
か
、
念
の
た
め
に
い
ち
お
う
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
を
し
ら
へ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う

（
む
ろ
ん
そ
の
さ
い
日
本
語
訳
を
い
く
ら
集
め
て
さ
て
も
問
題
の
解
決
に
は
な
ん
ら
役
立
た
な
い
）
。
こ
れ
は
、
日
頃
、
ゲ
ー
テ
の
原
文
に
親

し
ん
で
い
る
者
で
な
く
て
は
急
に
は
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
き
に
引
用
し
た
「
半
分
は
詩
、
半
分
は
物
語
と
い
っ
た
風
の
取
扱
い
方
」
の
句
に
も
ど
ろ
う
。
後
者
、
「
物
語
」
的
と
い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
時
代
相
、
そ
の
推
移
を
は
じ
め
と
し
、
か
れ
自
身
の
生
活
と
行
為
の
諸
事
実
（
た
と
え
ば
幼
い
と
き
「
新
パ
リ

ス
」
な
ど
の
物
語
を
案
出
し
て
は
友
達
に
話
し
て
き
か
せ
た
事
実
な
と
、
無
数
の
事
実
）
に
及
ぶ
、
お
び
た
だ
し
い
事
実
・
事
柄

に
つ
い
て
の
記
述
と
解
し
た
い
。
前
者
、
「
詩
」
的
（
p
O
e
t
喜
h
）
は
、
d
岩
h
t
e
r
－
S
C
h
で
も
意
味
は
通
ず
る
だ
ろ
う
が
、
南
欧
か

ら
西
欧
に
か
け
て
古
代
以
来
使
わ
れ
て
き
た
司
0
言
q
h
の
（
g
r
）
一
p
O
e
S
－
ニ
ー
a
t
）
の
系
統
の
、
1
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ロ
ン
ギ
ノ
ス
ら
の
詩
論
の
系
譜
も
あ
る
1
－
伝
線
的
な
用
語
の
方
を
、
ゲ
ー
テ
は
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
（
d
－
2

倍
鳳
b
e
－
r
e
－
－
e
n
d
－
ポ
エ
シ
ー
に
か
ん
し
て
－
の
意
味
で
）
。
す
な
わ
ち
、
ゲ
ー
テ
の
著
作
『
詩
と
白
菜
』
の
標
題
に
お

け
る
ま
さ
に
「
詩
」
な
い
し
「
詩
作
」
（
D
－
C
h
き
n
g
）
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
著
作
は
全
巻
散
文

（
P
r
O
S
巴
で
書
か
れ
て
お
り
、
か
れ
の
詩
句
は
こ
く
少
く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
「
詩
」
、
い
わ
ば
詩
の
心
、
詩
の
魂
（
P
O
e
S
－
2
－

D
－
C
h
t
已
n
g
）
が
つ
ら
ぬ
か
れ
溢
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
前
掲
の
引
用
句
の
後
半
は
、
歴
史
的
と
い
う
よ
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り
か
、
物
語
的
＝
事
実
記
述
的
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
著
作
の
標
題
に
い
う
「
貞
実
」
と
は
、
た
ん

な
る
事
実
そ
の
ま
ま
の
列
挙
の
ご
と
さ
も
の
で
は
な
く
、
事
柄
の
内
的
百
六
実
を
こ
そ
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
『
詩
と
真
実
』

は
、
自
伝
と
し
て
事
実
を
あ
く
ま
で
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
想
像
力
・
構
想
力
（
P
h
P
コ
t
P
S
－
e
〉
E
－
n
b
E
F
n
g
s
k
r
a
f
t
一
と
き
に
は

雫
想
力
と
も
訳
さ
れ
る
）
を
と
お
し
て
、
生
、
と
く
に
詩
人
と
し
て
の
、
人
間
と
し
て
の
生
の
莫
実
を
語
る
文
学
作
品
、
い
い
か

え
れ
ば
詩
的
精
神
の
所
産
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
百
ハ
の
詩
的
精
神
は
、
事
実
か
ら
遊
離
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
自
然
と
人
間
の
年
（
生
命
・
生
活
）
を
基
礎
と
し
て
誕
生
し
、
そ
の
内
的
真
実
と
そ
の
表
現
に
む
か
っ
て
発
展
し
、
高
揚
す

る
も
の
で
あ
る
）
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
は
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
『
詩
と
真
実
』
第
一
部
、
す

な
わ
ち
か
れ
が
ま
だ
生
地
マ
イ
ン
河
畔
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
い
た
若
い
時
分
に
い
た
だ
い
た
宗
教
心
、
宗
教
思
想
を
七
と
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

ケ
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
当
時
少
年
少
女
が
教
わ
る
宗
教
は
教
会
公
認
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
教
え
は
、

乾
澗
ひ
た
道
徳
訓
に
す
き
ず
、
と
て
も
ひ
と
の
心
や
魂
を
勤
か
す
に
足
り
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
セ
パ
ラ
テ
ス
ト

（
分
離
派
）
、
ポ
エ
テ
ス
ト
（
敬
虔
派
）
な
と
、
い
ろ
い
ろ
な
分
派
が
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
が
、
と
の
分
派
も
、
一
つ
の
口
的
、
す

な
わ
ち
何
ら
公
開
的
な
宗
教
に
頼
ら
ず
に
、
虐
接
に
キ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
神
に
接
近
し
よ
う
と
い
う
目
的
を
共
通
に
も
っ
て
い
た
。

ゲ
ー
テ
も
、
牧
師
や
一
般
の
人
々
が
貢
撃
に
め
い
め
い
の
宗
教
卜
の
意
見
を
自
由
に
交
わ
し
て
い
る
こ
と
に
鮮
明
な
印
象
を
う
け
、

自
分
も
な
に
か
そ
う
い
う
宗
教
心
を
も
ち
た
い
と
軍
っ
よ
う
に
な
っ
た
。
神
を
創
造
上
と
す
る
第
一
の
信
仰
箇
条
を
手
許
に
お
き

な
が
ら
か
れ
は
書
く
。
「
自
然
と
直
接
の
聯
格
を
保
っ
て
い
て
、
自
然
を
み
ず
か
ら
の
造
っ
た
も
の
　
〔
被
造
物
〕
　
と
し
て
認
め
も
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し
愛
し
も
し
て
い
る
神
、
わ
た
し
に
は
そ
れ
が
真
実
の
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
」
「
す
る
と
ま
た
、
こ
の
神
は
他
の
す
へ
て
の

も
の
と
同
様
に
人
間
に
た
い
し
て
も
よ
り
緊
密
な
関
係
を
も
ち
う
る
わ
け
で
あ
り
、
人
間
に
対
し
て
も
星
の
運
動
や
四
季
H
夜
の

交
代
や
動
植
物
や
に
た
い
す
る
と
同
様
の
配
慮
を
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
　
〔
と
思
わ
れ
た
〕
」
（
上
、
六
五
ペ
ー
シ
、
引
用
文
中
の
傍
点

は
著
書
、
ま
た
訳
文
を
若
丁
か
え
た
）
。
つ
ま
り
、
ゲ
ー
テ
の
前
に
は
、
星
々
が
運
行
し
季
節
が
代
替
し
動
植
物
が
成
育
す
る
、

年
命
力
・
創
造
力
の
豊
か
な
大
き
な
自
然
が
ひ
ら
け
て
お
り
、
か
れ
は
、
こ
の
自
然
を
ば
思
考
の
リ
ア
ル
な
拠
り
所
と
し
て
す
え

る
。
そ
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
力
強
い
豊
鰻
な
自
然
を
ば
自
分
の
妓
造
物
と
し
て
認
め
、
ま
た
愛
し
て
も
い
る
存
在
こ
そ
が
、

真
実
の
神
で
あ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
何
年
か
経
っ
て
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
勉
強
す
る
過
程
で
、
た
ん
に
言
葉
を
学
ぶ
だ
け
で
は
す
ま
ず
、
旧
約
聖
書
の
解
釈
卜
の

い
ろ
い
ろ
な
疑
問
に
ぶ
つ
か
り
研
究
書
を
読
ん
だ
頃
の
こ
と
を
振
り
か
え
っ
て
、
ケ
ー
テ
は
パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う
美
し
い
尊
い
十

地
に
思
い
を
よ
せ
た
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
人
間
は
自
分
の
欲
す
る
が
ま
ま
に
と
ん
な
方
向
へ
転
じ
て
ゆ
こ
う
と
、

ま
た
は
ど
ん
な
事
へ
手
を
出
し
て
み
よ
う
と
、
結
局
は
い
つ
で
も
、
自
然
が
一
度
か
れ
の
た
め
に
劃
し
定
め
た
範
囲
へ
引
き
戻
さ

れ
る
、
こ
の
場
合
に
も
わ
た
し
は
同
様
の
目
に
会
っ
た
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
　
〔
の
修
得
〕
　
に
対
す
る
苦
労
、
聖
書
の
内
容
の
理
解
に
た

い
す
る
努
力
も
、
結
局
さ
い
こ
に
は
、
あ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
と
い
う
天
し
い
尊
い
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
周
囲
や
隣
国
に
つ
い
て
、

あ
る
い
は
ま
た
、
い
ろ
ん
な
国
民
な
り
出
米
事
な
り
が
、
あ
の
地
球
上
の
小
斑
点
と
で
も
い
う
べ
き
十
地
を
何
丁
万
作
も
の
あ
い

だ
輝
か
し
い
活
動
の
舞
台
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
の
想
像
力
の
な
か
に
以
前
よ
り
も
い
っ
そ
う
生
き
い
き
と
し
た

晰
鋸
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
お
わ
っ
た
」
（
上
、
二
三
ペ
ー
シ
、
最
後
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
若
干
訳
語
を
変
え
た
。
）

こ
れ
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
す
な
わ
ち
旧
約
の
物
語
の
展
開
す
る
舞
台
で
あ
っ
た
あ
の
カ
ナ
ン
の
地
に
、
か
れ
自
身
が
自
然
に
よ
っ

て
深
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
い
つ
も
そ
こ
に
、
あ
た
か
も
精
神
的
な
故
郷
で
あ
る
か
の
よ
う
に
連
れ
戻
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
の
述
懐
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
か
れ
の
精
神
の
深
奥
に
ひ
そ
む
一
つ
の
重
要
な
性
向
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
今
世
紀
に
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東
洋
、
そ
の
極
東
と
い
う
文
化
的
・
地
理
的
風
土
に
育
つ
わ
た
く
し
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
ゲ
ー
テ
と
の
人
間
的
同
一
性
は
も
つ
に

し
て
も
、
か
れ
が
そ
の
か
ぎ
り
、
や
は
り
遠
い
存
在
と
し
て
異
質
的
な
精
神
的
土
壌
の
な
か
に
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
覚
え
ざ

る
を
え
な
い
。
日
本
に
い
て
は
た
し
て
と
れ
は
と
の
人
が
こ
の
よ
う
な
精
神
的
体
験
を
、
生
米
、
し
て
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
敬
虚
な
家
庭
の
子
女
は
こ
の
点
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
体
験
は
た
い
へ
ん
乏
し
い
た
ろ
う
。
と

も
あ
れ
、
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
軍
っ
。
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ケ
ー
テ
の
詩
を
読
京
、
小
説
を
読
ん
で
も
、

根
底
に
は
理
解
を
こ
え
る
も
の
が
な
に
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
パ
レ
ス
チ
ナ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
普
通
や
は
り
か
な
り
外
的

な
世
界
で
あ
る
）
の
思
い
、
も
う
一
つ
は
、
い
や
む
し
ろ
、
だ
か
ら
こ
そ
ゲ
ー
テ
に
樅
い
て
そ
の
楕
神
の
内
面
に
で
き
る
だ
け
入
っ

て
ゆ
こ
う
（
パ
レ
ス
チ
ナ
は
、
遠
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
内
化
し
た
い
）
と
い
う
思
い
で
あ
る
。

＊
　
だ
か
ら
し
て
、
ハ
イ
。
ン
も
『
マ
ン
フ
レ
ソ
ト
』
で
さ
e
T
r
e
e
。
宗
n
。
W
】
e
d
g
e
・
S
語
等
a
－
。
∈
f
e
二
「
知
恵
の
樹
」
は
「
牛

命
の
樹
」
で
は
な
い
）
と
い
う
の
で
あ
る
（
第
一
幕
、
第
一
場
、
［
臼
頑
の
マ
ン
フ
レ
ソ
ト
の
科
口
の
な
か
で
）
。
こ
れ
は
、
西
欧
近
代
の
根

源
に
パ
レ
ス
チ
ナ
的
な
思
惟
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ー
も
っ
と
も
、
右
の
句
は
ー
分
に
普
遍
的
な
真
如
の
　
面
を
語
っ
て
い
る
け

れ
と
も
。

そ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
つ
い
て
ゲ
ー
テ
は
語
る
。
「
こ
の
小
さ
な
土
地
こ
そ
は
、
人
類
の
起
り
と
成
長
と
の
揺
篭
で
あ
っ
た
と
い

ゎ
れ
て
い
る
。
・
「
古
史
の
日
収
初
の
唯
一
の
資
料
は
そ
こ
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
我
々
の
想
像
力
に
浮
ん
で
い
る
此
の
一

帯
の
地
血
は
、
簡
単
に
触
り
易
い
と
＝
へ
に
多
様
で
あ
り
、
H
堰
も
警
兄
す
へ
き
神
々
の
旅
行
、
移
住
の
目
的
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

若
々
し
い
巌
初
の
人
間
〔
ァ
ダ
ム
〕
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
住
ま
い
に
適
し
た
地
戌
ト
の
仝
地
面
の
な
か
か
ら
、
そ
の
門
つ
の
名

高
い
河
流
〔
ビ
ノ
ヨ
ン
、
ギ
ホ
ン
、
チ
ク
リ
ス
、
エ
ウ
プ
ラ
テ
ス
〕
に
挟
ま
れ
た
、
小
さ
い
、
し
か
も
き
わ
め
て
秀
美
な
小
地
面
が
選

び
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
こ
こ
で
そ
の
日
収
初
の
能
力
を
発
達
さ
せ
、
同
帖
に
そ
の
全
後
裔
〔
あ
と
に
く
る
全
人
墾

に
分
た
れ
る
こ
と
と
な
る
運
命
に
遭
遇
し
た
、
す
な
わ
ち
、
認
識
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
ら
さ
を
失
う
と
い
う
運
命
に
。
か
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く
し
て
パ
ラ
タ
イ
ス
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
（
上
、
二
一
四
ペ
ー
ジ
。
巌
後
の
箇
所
、
若
干
訳
語
を
か
え
た
）
。

ゲ
ー
テ
は
、
旧
約
に
お
け
る
か
れ
の
い
う
仕
入
な
人
類
初
期
の
歴
史
を
重
厚
壮
麗
な
文
章
で
淡
々
と
叙
述
し
て
ゆ
く
。
ノ
ア
の

洪
水
、
そ
し
て
、
チ
ク
リ
ス
と
エ
ウ
フ
ラ
テ
ス
の
二
河
の
ほ
と
り
か
ら
始
ま
る
人
類
の
新
た
な
歴
史
、
そ
の
始
祖
7
7
ラ
ハ
ム
と

美
貌
の
妻
、
そ
し
て
イ
サ
ク
の
物
串
・
：
。
ケ
1
丁
の
こ
の
あ
た
り
の
想
像
力
豊
か
な
叙
述
に
つ
い
て
は
、
私
事
に
わ
た
る
が
、

一
九
讐
ハ
年
で
あ
っ
た
か
、
東
大
文
学
部
の
教
室
で
手
塚
富
雄
教
授
が
、
静
か
な
発
音
で
読
む
ト
イ
ツ
語
に
淀
み
の
な
い
み
ご
と

な
訳
語
を
つ
け
な
が
ら
講
じ
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
想
起
す
る
。
当
時
の
わ
た
く
し
に
は
、
ゲ
ー
テ
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
柄
に

つ
い
て
長
い
叙
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
央
意
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
「
L
㌧
か
れ
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
の
口

然
と
そ
の
生
活
に
た
い
し
て
深
い
、
愛
着
に
み
ち
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
こ
こ
で
は
、
ゲ
ー
テ
の
、
旧
約
聖
書
に
よ
る
壮
大
な
人
類
史
の
展
開
に
は
た
ち
い
ら
な
い
が
、
自
然
宗
教
と
啓
示

宗
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
生
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
簡
所
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
か
れ
が
、
自
然
宗
教
が
ま
ず
生
じ
そ
こ
か
ら
啓
示

宗
教
が
発
達
し
て
く
る
の
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
は
も
っ
と
も
適
し
た
土
地
で
あ
っ
た
と
い
う
思
想
を
、
味
わ
い
深
く
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
い
う
、
「
は
た
し
て
〔
ま
ず
〕
一
つ
の
自
然
的
な
一
般
的
な
宗
教
が
生
ず
へ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

な
か
か
ら
一
つ
の
特
殊
な
天
啓
宗
教
が
発
達
し
て
出
る
も
の
だ
と
し
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
ま
で
想
像
の
な
か
へ
ひ
ろ
げ
て

い
た
〔
パ
レ
ス
チ
ナ
の
〕
土
地
と
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
人
種
と
か
れ
ら
の
生
活
状
態
と
は
、
か
よ
う
な
天
啓
宗
教
の
発
生
な
り

発
達
な
り
に
と
っ
て
も
っ
と
も
適
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
、
全
世
界
の
な
か
で
こ
れ
は
と
に
適
応
し
た
諸
条
件
を
貝

え
た
土
地
と
い
っ
て
は
他
に
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
（
上
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
）
。
啓
示
宗
教
と
し
て
の
ユ
タ
ヤ
教
（
そ
し

て
、
キ
リ
ス
ト
教
）
は
、
そ
の
教
義
か
ら
い
え
ば
、
神
が
自
然
を
、
そ
し
て
万
物
、
し
た
が
っ
て
人
間
を
も
創
造
し
た
わ
け
で
あ

る
が
、
他
方
、
ゲ
ー
テ
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
宗
教
の
も
と
も
と
の
発
生
を
考
え
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
、
人
間
社
会
の
一
定

の
発
展
と
い
う
条
件
の
な
か
で
は
じ
め
て
誕
生
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
、
つ
ま
り
、
神
が
絶
対
者
と
し
て
自
然
と
社
会
に
先
ん
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ず
る
こ
と
と
、
そ
の
宗
教
思
想
が
社
会
の
一
定
の
発
展
の
も
と
に
は
じ
め
て
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
と
は
、
一
つ
の
大
き
な
矛
盾

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
は
、
神
学
を
責
向
か
ら
掲
げ
て
、
教
義
を
リ
シ
ッ
ト
に
展
開
す
る
こ
と
な
く
、
反
対
に
、
パ
レ
ス

チ
ナ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
発
生
を
淡
々
と
い
わ
ば
ナ
チ
ュ
ラ
ル
に
素
直
に
文
学
的
に
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
自
由

な
捉
わ
れ
な
い
考
え
方
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
か
れ
の
ま
え
に
は
、
人
間
を
包
む
限
り
な
く
生
成

的
な
広
大
な
自
然
が
リ
ア
ル
に
展
け
て
い
て
、
こ
れ
を
あ
た
た
か
く
抱
擁
す
る
創
造
主
、
神
を
か
れ
は
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
か
れ
の
∩
然
的
肉
体
の
な
か
に
ま
で
体
化
さ
れ
た
宗
教
観
が
い
た
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
D

っ
っ
け
て
か
れ
は
書
く
。
「
そ
れ
に
、
自
然
宗
教
は
早
く
よ
り
し
て
お
の
ず
と
人
間
の
心
の
な
か
に
現
れ
て
出
る
も
の
だ
と
い

ぅ
こ
と
を
仮
定
し
て
み
る
と
、
そ
れ
に
は
余
程
の
精
緻
な
気
質
が
必
要
で
あ
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
自
然
宗
教
な
る
も
の
は
、

、

、

、

、

、

1
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ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

世
界
の
全
体
的
進
行
を
導
い
て
ゆ
く
一
つ
の
一
般
的
な
摂
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
信
念
を
根
底
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
特
殊
の
宗
教
、
す
な
わ
ち
神
々
に
依
っ
て
或
る
↓
つ
の
民
族
に
啓
示
さ
れ
た
宗
教
は
、
一
つ
の
特
殊
な
摂
理
を
信
ぜ
し
め
、

こ
の
摂
理
は
、
神
が
そ
の
殊
寵
を
か
け
て
い
る
個
人
と
か
宗
教
と
か
民
族
と
か
に
対
し
て
の
み
．
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う

な
宗
教
は
、
臼
然
宗
教
と
違
っ
て
人
間
の
内
心
か
ら
自
発
的
に
出
て
く
る
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
つ
ま
り
そ
れ
に
は
太
古
か
ら

の
伝
説
や
来
歴
や
歴
史
的
実
証
の
証
拠
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
k
説
が
、
そ
の
祖
先
ら
を
か
よ
う
な
摂

理
の
信
顧
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
は
尤
も
の
こ
と
で
、
そ
れ
に
拠
る
と
、
か
れ
ら
〔
祖
先
ら
〕
は
信
仰
十
の
英
雄
で
あ
り
、
自

分
ら
は
神
と
い
う
至
高
者
に
依
屈
し
た
も
の
で
あ
る
と
止
＝
n
L
、
し
た
が
っ
て
そ
の
あ
ら
ゆ
る
命
令
に
た
い
し
て
は
盲
∩
的
の
信

仰
を
さ
さ
げ
、
神
の
約
束
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
し
て
は
な
ん
ら
の
疑
い
を
締
ま
な
い
で
、
少
し
も
倦
む
と
こ
ろ
な
し
に
そ
の
実
現

を
待
ち
望
ん
だ
」
（
上
、
二
　
－
二
ペ
ー
ン
、
傍
点
筆
者
）
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ゲ
ー
テ
の
宗
教
思

想
の
、
あ
る
柔
ら
か
さ
を
感
ず
る
と
と
も
に
、
し
か
し
同
時
に
、
柔
ら
か
い
に
し
て
も
、
か
れ
の
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
の
思
惟
の

根
底
に
あ
る
宗
教
観
の
う
ち
に
は
、
東
洋
の
仏
教
や
老
荘
思
想
な
と
と
か
な
り
距
た
る
あ
る
別
の
心
が
あ
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
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て
気
付
き
も
す
る
の
で
あ
る
。

前
項
で
述
へ
た
よ
う
に
、
ユ
タ
ヤ
教
（
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
）
で
は
、
教
義
的
に
は
、
絶
対
的
な
創
造
主
で
あ
る
神
が
万
物
に

た
い
し
至
高
の
超
越
的
な
位
置
に
す
え
ら
れ
る
が
、
ゲ
ー
テ
で
は
、
そ
の
教
え
を
う
け
い
れ
な
が
ら
も
、
人
間
と
人
間
を
包
む
生

成
力
豊
か
な
自
然
が
前
面
に
出
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
造
物
で
あ
る
大
自
然
は
ま
た
神
の
懐
に
い
わ
ば
す
っ
ぽ
り
と
抱
き
こ
ま
れ
、

人
間
は
豊
塵
な
生
成
的
自
然
を
と
お
し
て
、
結
局
は
神
の
な
か
に
安
ら
い
で
抱
擁
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
、
神
＝
自
然
と
も
い
え
る
懐
の
な
か
で
安
ら
く
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
し
て
、
ゲ
ー
テ
の
詩
に
は
、
自
然

の
な
か
に
じ
っ
と
清
純
に
浸
っ
て
い
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
ち
こ
ち
に
溢
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
五
月
の
歌
」
「
秋
思
」
「
湖

上
に
て
」
「
旅
び
と
の
夜
の
う
た
」
（
U
b
e
r
a
＝
e
n
G
乞
2
－
n
…
…
）
な
と
の
数
多
く
の
詩
に
。
ま
た
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
な

か
に
も
自
然
へ
寄
せ
る
美
し
い
ナ
イ
ー
ブ
な
詩
情
が
惑
っ
て
い
る
。
「
自
然
に
さ
さ
ぐ
」
（
A
n
d
－
e
N
a
－
u
r
）
で
、
か
れ
ほ
う
た

う
0

自
然
よ
ー
　
お
ん
み
の
美
の
光
を
浴
び
て

労
す
る
ま
で
も
な
く
　
お
の
ず
か
ら
に

愛
の
威
風
あ
る
果
実
の
か
ず
か
ず
か
実
っ
た

さ
な
が
ら
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
収
穫
の
よ
う
に

あ
る
い
は
ま
た
、
「
少
咋
の
頃
」
（
D
≡
C
h
e
－
n
K
n
P
b
e
w
a
「
＝
＝
ニ
）
に
も
、
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わ
た
し
か
少
年
だ
っ
た
こ
ろ

あ
る
神
が
　
し
ば
し
ば
わ
た
し
を

人
間
た
ち
の
喧
嘩
と
苔
か
ら
救
っ
て
く
れ
た

わ
た
し
は
　
安
心
し
て
お
と
な
し
く

小
さ
な
森
の
花
た
ち
と
た
わ
む
れ

牢
ゆ
く
そ
よ
風
た
ち
も

わ
た
し
と
遊
ん
で
く
れ
た

ざ
わ
め
く
森
の

快
い
調
へ
が
わ
た
し
を
育
て
て
く
れ

花
た
ち
の
も
と
で
わ
た
し
は

愛
す
る
こ
と
を
学
ん
だ

神
々
の
腕
の
な
か
で
わ
た
し
は
大
き
く
な
っ
た

ゎ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
、
ケ
ー
テ
と
へ
ル
タ
ー
リ
ン
と
の
あ
い
だ
の
微
妙
な
相
異
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
然
の
大
き
な
腕
に
抱
か

れ
安
堵
し
て
歓
び
に
つ
つ
ま
れ
る
両
者
の
心
情
の
同
一
性
を
思
い
た
い
。
そ
し
て
、
さ
き
に
の
へ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
東
洋
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と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
あ
い
だ
の
相
異
を
あ
ら
た
め
て
思
い
な
が
ら
も
、
ま
た
同
時
に
、
深
く
共
感
し
う
る
人
間
的
同
一
性
を
も
感

じ
る
。
ゲ
ー
テ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
こ
う
し
て
ふ
た
た
び
わ
れ
わ
れ
に
近
つ
く
の
で
あ
る
。

『
詩
の
真
実
』
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
琴
一
部
第
九
巻
、
美
し
い
エ
ル
サ
ス
に
旅
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ス
フ
ル
ク
の
名
高
い

大
聖
堂
の
展
望
台
か
ら
眺
め
た
未
知
な
自
然
の
風
光
、
ま
た
第
十
巻
、
ゼ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
ム
の
森
と
、
「
牽
2
い
〕
　
フ
リ
ー
ト
リ

ケ
の
休
み
場
」
か
ら
展
け
る
美
し
い
パ
ノ
ラ
マ
な
ど
の
描
写
か
ら
、
ゲ
ー
テ
の
若
々
し
い
溢
れ
る
よ
う
な
自
然
へ
の
詩
情
を
や
は

り
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
の
自
然
は
、
い
ま
み
た
よ
う
に
、
神
の
懐
に
抱
か
れ
て
l
切
を
生
み
育
て
る
母
な
る
自
然
で
あ
り
、
そ
の
秩

序
と
リ
ス
ム
を
も
つ
周
期
性
は
、
そ
れ
を
導
く
秘
め
ら
れ
た
あ
る
深
い
摂
理
の
存
在
を
か
れ
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
自
然
宗
教
も
、
純
朴
な
人
々
の
胸
に
お
の
ず
か
ら
に
芽
生
え
て
く
る
も
の
と
、
か
れ
に
は
信
じ
ら
れ
た
。

ゲ
ー
テ
は
ま
た
、
二
十
才
に
近
い
頃
、
か
つ
て
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
足
し
げ
く
通
っ
た
ド
レ
ス
テ
ン
の
画
廊
を
訪
ね
、
イ
タ
リ

ア
の
名
画
に
接
し
た
頃
の
こ
と
を
想
起
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
ど
ん
な
名
画
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自
然
そ
の
も
の

と
し
て
眺
め
、
そ
れ
を
自
然
の
位
置
に
置
い
て
観
、
自
分
の
熟
知
し
て
い
る
自
然
の
一
部
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
は
、
わ
た
し
の
う
え
に
何
ら
の
エ
フ
ェ
ク
ト
を
も
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
（
上
、
五
五
二
ペ
1
、
ン
）
。
詩
人
ゲ
ー
テ
に

と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
自
然
が
、
も
ち
ろ
ん
芸
術
の
基
礎
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
自
然
と
比
較
し
て
み
て
、
豊
か

な
無
限
な
力
強
さ
を
も
つ
芸
術
の
独
自
な
価
値
を
認
め
さ
せ
る
よ
う
な
創
造
性
に
富
む
作
品
こ
そ
が
め
さ
さ
れ
る
の
で
あ
り
〔
そ

れ
は
結
局
、
ミ
ケ
ラ
ン
ソ
ェ
ロ
・
シ
ス
テ
ィ
ナ
チ
ャ
ペ
ル
の
天
井
画
、
あ
る
い
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
＝
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
〕
、

こ
の
意
味
で
絵
画
に
つ
い
て
い
え
ば
、
絵
筆
が
日
然
に
勝
っ
て
い
る
」
（
1
、
五
円
八
ペ
ー
ジ
）
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

人
間
も
当
然
ま
た
生
命
力
に
溢
れ
る
自
然
な
の
で
あ
り
、
詩
人
的
才
能
と
し
て
の
内
な
る
自
然
が
外
な
る
自
然
に
た
い
し
て
創
造

的
に
深
く
働
き
、
し
か
も
た
が
い
に
共
鳴
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
す
ぐ
れ
た
力
強
い
芸
術
品
が
う
み
だ
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。第

四
部
第
十
六
巻
で
か
れ
は
書
く
、
「
私
は
も
う
、
自
分
の
中
に
あ
る
詩
人
的
才
能
を
す
っ
か
り
自
然
と
し
て
観
、
そ
し
て
ま

た
、
外
側
の
自
然
を
こ
の
〔
内
な
る
〕
自
然
の
対
象
と
し
て
観
る
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
詩
才
の
行
使
は
も
ち
ろ
ん
外

部
か
ら
の
誘
因
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
刺
激
さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
、
も
っ
と
も
豊
か
に
喜
ば
し
く
表
白
さ

れ
る
の
は
、
日
分
の
意
思
を
侯
た
な
い
で
、
む
し
ろ
自
分
の
意
思
に
背
い
て
働
く
と
き
〔
そ
し
て
即
興
的
な
作
詩
と
な
っ
て
溢
れ
で

る
と
き
〕
　
で
あ
っ
た
。

D
u
r
c
h
F
e
－
d
仁
n
d
W
巴
d
N
u
S
C
h
w
e
l
f
e
n
－

M
e
－
n
L
－
e
d
c
h
e
n
w
e
g
N
u
p
r
e
－
訂
n
q

S
O
g
－
n
g
〉
s
d
e
n
g
a
n
～
e
n
T
還
1

田
園
と
森
の
な
か
を
緋
梱
り
歩
く
こ
と

自
分
の
小
歌
を
U
吟
む
こ
と

そ
れ
だ
け
に
一
日
中
が
過
ぎ
て
い
っ
た
」
（
卜
、
五
二
－
二
ペ
ー
ジ
）
。

だ
が
ま
た
、
ゲ
ー
テ
は
こ
の
よ
う
な
即
興
的
な
作
詩
の
場
A
H
で
は
な
く
、
↑
分
な
構
想
の
も
と
に
成
る
ロ
マ
ン
の
創
作
の
璧
目

に
つ
い
て
、
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
の
経
験
を
想
起
し
て
琴
∵
郡
上
一
巻
で
次
の
よ
う
に
廿
日
い
て
い
る
。
「
自
分
の
内
面
に
現
れ
て
い
る

自
然
を
そ
の
特
質
の
ま
ま
に
保
ち
、
一
方
で
は
外
界
の
自
然
を
し
て
そ
の
特
質
の
ま
ま
に
自
分
の
う
え
へ
影
響
せ
し
め
た
い
。
わ

た
し
の
こ
う
し
た
主
義
は
、
わ
た
し
を
駆
っ
て
異
様
な
雰
囲
気
に
入
ら
し
め
、
そ
の
な
か
で
あ
の
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
を
構
想
し
か

っ
ぷ
き
あ
げ
た
。
わ
た
し
は
、
対
内
的
に
は
白
分
の
心
の
巾
か
ら
あ
ら
ゆ
る
自
分
に
と
っ
て
の
異
類
な
傾
向
や
思
想
を
駆
除
し
、

対
外
的
に
は
親
愛
の
態
度
を
以
て
一
切
の
事
々
物
々
を
観
察
し
、
人
間
か
ら
最
下
等
の
動
物
に
李
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
し

て
、
い
や
し
く
も
そ
れ
が
自
分
の
理
解
に
入
る
以
1
は
、
自
分
の
う
え
へ
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
働
き
を
及
ぼ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
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で
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
の
は
、
自
然
界
の
個
々
の
物
象
〔
対
象
〕
と
の
不
可
思
議
の
親
和
（
看
w
a
n
d
－
s
c
h
a
r
－
）
、
自
然
全
体

と
の
内
心
的
共
鳴
と
和
語
（
害
－
n
m
g
e
m
A
n
k
－
烏
e
n
も
m
M
を
1
m
m
e
n
d
の
r
N
a
－
a
r
）
で
あ
っ
た
」
（
下
、
二
六
五
ペ
ー
シ
）
。

ゲ
ー
テ
は
、
こ
こ
で
、
創
作
に
あ
た
っ
て
の
、
外
的
対
象
（
外
界
の
広
義
な
自
然
）
に
つ
い
て
の
周
到
な
観
察
・
分
析
と
、
そ
れ

を
と
お
し
て
の
そ
れ
ら
の
事
物
の
自
分
へ
及
は
す
働
き
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る
内
外
の
両
自
然
の
媒
介
的
な
統
一
に
つ
い
て

書
い
て
い
る
。
詩
人
は
、
対
象
に
向
か
い
な
が
ら
同
時
に
対
象
か
ら
の
は
ら
さ
を
主
体
的
に
う
け
と
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
自
分
（
主
体
）
の
対
象
と
の
深
い
親
和
、
自
然
全
体
と
の
内
的
な
共
鳴
・
和
語
、
新
し
い
次
・
芋
の
生
成
力
・
創
造
力
の
高

揚
が
達
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
志
す
へ
き
こ
と
は
、
ゲ
ー
テ
は
た
ん
な
る
主
客
合
一
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
神
秘
的
な
仕
方
で
の

主
体
・
客
体
の
区
別
の
滅
却
を
い
う
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
と
こ
ま
で
も
芸
術
家
の
眼
を
も
っ
て
し
か
と
対
象
を
観
す
え
、
対

象
へ
と
迫
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
迫
真
的
な
、
主
体
的
な
、
精
神
の
高
揚
し
た
表
現
が
作
品
と
し
て
結
実
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
の
う
え
に
立
っ
て
、
ゲ
ー
テ
は
自
分
の
詩
作
の
め
ざ
す
の
は
、
「
自
然
的
な
も
の
、
真

実
の
も
の
（
d
a
s
N
等
－
－
C
h
e
盲
s
W
賢
2
）
」
（
上
、
五
〇
八
ペ
ー
ジ
）
嘉
き
だ
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
喜

第
十
二
巻
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
引
用
の
少
し
あ
と
で
、
ゲ
ー
テ
は
、
自
然
に
よ
せ
る
ひ
た
む
き
な
か
れ
自
身
の
観
察
の
眼
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
自
然
の
う
え
へ
、
画
家
と
し
て
の
眼
と
詩
人
と
し
て
の
眼
と
を
併
せ
注
い
だ
。
こ

と
に
わ
た
し
が
好
ん
で
足
を
運
ん
だ
の
は
、
爽
や
か
に
清
々
と
し
て
流
れ
る
小
河
の
畔
と
、
そ
の
前
後
に
展
け
て
い
る
美
し
い

〔
セ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
ム
〕
の
田
舎
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
眺
望
は
わ
た
し
の
孤
独
癖
を
い
っ
そ
う
暮
ら
せ
、
わ
た
し
を
し
て
存
分
に
瞑
想

を
味
わ
わ
し
め
、
自
然
界
の
一
切
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た
沈
黙
裡
の
観
察
に
耽
ら
し
め
た
」
（
下
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
）
。

こ
れ
ま
で
わ
た
く
し
が
書
い
て
き
た
こ
と
の
結
ひ
に
ゲ
ー
テ
の
「
芸
術
家
の
夕
の
歌
」
と
題
す
る
詩
の
数
節
を
み
よ
う
。

あ
あ
　
内
な
る
創
造
の
力
が
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わ
た
し
の
心
を
つ
ら
ぬ
い
て
鳴
り
い
で

精
気
あ
ふ
れ
る
形
成
の
果
実
が

わ
た
し
の
指
の
あ
い
だ
か
ら
送
り
で
よ
ー

自
然
よ
　
わ
た
し
は
何
と
憧
れ
て
い
る
こ
と
か

誠
と
愛
を
こ
め
て
お
ん
み
を
切
に
感
じ
と
り
た
い
と
■

お
ん
み
は
　
喜
ば
し
い
噴
泉
と
な
っ
て

百
千
の
管
を
と
お
し
て
湧
き
め
く
る
だ
ろ
う

わ
た
し
の
心
の
う
ち
の
お
ん
み
の
す
へ
て
の
力
を

お
ん
み
ほ
わ
た
し
の
た
め
に
爽
や
か
に
生
気
つ
け

わ
た
し
の
こ
の
狭
い
現
存
小
を

永
遠
性
に
ま
で
　
お
し
拡
け
る
だ
ろ
う

前
節
で
わ
た
く
し
は
、
詩
作
に
お
け
る
外
的
・
内
的
の
両
自
然
の
共
鳴
と
講
和
、
高
次
な
詩
的
な
昂
拐
（
E
r
h
P
b
e
n
h
e
E
へ

と
論
を
す
す
め
た
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
詩
作
に
つ
い
て
の
ゲ
ー
テ
の
思
想
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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ケ
ー
テ
は
、
芸
術
に
お
い
て
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
カ
で
あ
る
の
は
、
作
品
の
内
包
す
る
内
面
的
実
質
で
あ
る
と
考
え
る
。
か

れ
は
次
の
よ
う
に
書
く
、
「
或
る
題
材
が
詩
と
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
面
的
実
質
（
d
e
‥
n
n
e
r
e
G
e
h
巴
〇

こ
そ
芸
術
と
し
て
の
始
め
で
あ
り
終
わ
り
で
あ
る
。
‥
＝
本
当
の
文
芸
的
作
品
は
t
つ
の
価
値
の
あ
る
題
材
に
基
づ
き
、
そ
の
扱

い
方
は
、
技
巧
と
苦
心
と
錬
磨
と
に
依
っ
て
、
題
材
の
意
義
を
い
っ
そ
う
完
全
に
顕
著
に
感
得
せ
し
め
る
と
い
う
風
に
な
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
上
、
四
七
四
ペ
ー
ー
シ
）
。
作
品
は
題
材
の
含
蓄
す
る
内
面
的
実
質
を
客
観
的
に
鮮
明
に
開
示
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
題
材
に
つ
い
て
た
だ
あ
り
き
た
り
と
思
え
る
雑
多
な
事
実
を
外
面
的
に
羅
列
す
る
こ
と
に
堕
し
て
は
な
ら
な

い
。
「
す
べ
て
の
芸
術
は
、
外
観
（
S
c
h
e
声
あ
る
い
は
仮
象
）
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
高
い
現
実
性
（
W
茎
岩
h
k
e
－
t
）
の
幻

惑
（
T
a
u
s
c
h
亡
n
g
〔
錯
覚
〕
）
を
付
与
す
べ
き
で
、
こ
の
一
事
が
そ
の
最
高
使
命
で
あ
る
」
（
下
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
さ
え
い
う
。

「
芸
術
的
真
実
（
d
P
S
K
u
n
s
t
w
賢
e
）
」
（
下
、
〓
ハ
七
ペ
ー
ジ
）
こ
そ
が
詩
人
に
よ
っ
て
追
究
さ
る
へ
き
目
的
で
あ
り
、
こ
れ
に

た
い
し
、
一
つ
ひ
と
つ
と
し
て
は
兵
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
－
し
か
し
全
体
と
し
て
は
隠
蔽
も
あ
り
う
る
し
、
そ
の
場
合
に
は
す

で
に
事
実
レ
ベ
ル
で
も
偽
で
あ
り
う
る
－
、
そ
の
よ
▼
つ
な
も
の
は
科
学
的
真
理
と
は
い
え
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
と
う

て
い
芸
術
的
真
実
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
、
と
わ
た
く
し
は
思
う
。

＊
　
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
は
ヴ
ィ
ル
ク
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
（
W
－
r
k
－
岩
h
k
e
E
と
い
う
。
こ
れ
は
た
ん
に
レ
ア
ー
ル
（
リ
ア
ル
）
と
い
う
の
と
は
ち

が
う
ニ
ー
ゲ
ル
の
用
語
と
思
想
に
近
つ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
事
柄
の
内
的
莫
実
、
深
い
本
質
性
、
必
然
性
、
そ
れ
ゆ
え
、
普

遍
性
の
貝
現
と
し
て
、
た
ん
な
る
実
在
（
R
e
a
－
】
t
a
t
）
と
は
区
別
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ゲ
ー
テ
に
よ
れ
ば
、
お
な
じ
く
芸
術
と
い
っ
て
も
、
詩
作
（
言
語
芸
術
）
と
造
形
芸
術
（
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
）

と
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
レ
ッ
シ
ン
ク
が
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
両
者
は
、
根
底
に
お
い
て
は

と
れ
は
と
密
接
し
て
い
よ
う
と
も
、
頂
上
で
は
分
か
れ
て
い
る
。
造
形
芸
術
家
は
美
に
よ
っ
て
の
み
満
足
す
る
外
的
感
覚
に
働
き

か
け
る
の
で
あ
り
、
美
の
範
囲
内
に
止
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
言
語
芸
術
家
は
あ
ら
ゆ
る
種
数
の
概
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念
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
美
の
範
囲
外
に
逸
出
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
D
か
れ
は
想
像
力
に
訴
え
る
の
で
あ
っ
て
、
想
像
力

は
醜
い
も
の
を
も
甘
ん
じ
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
滑
稽
美
の
領
域
が
成
立
す
る
。

＊
　
ゲ
1
7
は
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
か
い
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
想
像
力
は
造
形
美
術
で
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
も
造

形
芸
術
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
れ
は
、
詩
の
場
合
と
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
を
認
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ヶ
ー
テ
は
想
像
力
を
人
間
に
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
詩
に
と
っ
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
、
い
や
不
可
欠
な
も
の
と
考
え

て
い
る
。
第
二
郡
の
終
わ
り
の
方
で
か
れ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、
「
わ
れ
わ
れ
の
願
望
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち

に
存
す
る
能
力
の
予
感
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
遂
行
し
う
べ
き
も
の
の
先
触
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
な
し
う
る
も
の
、
為
し
た

く
思
う
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
以
外
に
在
る
も
の
、
未
来
の
な
か
に
望
ま
れ
る
も
の

と
し
て
現
れ
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
暗
々
裡
に
所
有
し
て
い
る
も
の
に
た
い
し
て
一
つ
の
遥
々
と
し
た
憧
れ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
熱
情
的
な
る
先
取
は
、
事
実
に
於
て
不
可
能
な
る
こ
と
を
す
ら
も
夢
の
如
き
現
実
と
思
わ
せ
が
ち
な
も
の
で

ぁ
る
」
（
⊥
、
六
・
ハ
三
ペ
ー
ソ
）
。
つ
ね
に
入
来
を
望
む
何
と
力
強
い
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
想
像
力
は
、
人
間
の
行
動
一
般
に
つ
い

て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
学
的
創
造
に
お
い
て
も
、
享
受
に
お
い
て
も
、
つ
ね
に
未
来
的
、
超
越
的
で
、
や
が
て
実
現
さ
れ
て

ゆ
く
へ
き
は
ず
の
も
の
を
描
き
た
す
生
成
的
な
力
と
し
て
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
、
ケ
ー
テ
は
曲
調
す
る
の
で
あ
る
。

さ
い
こ
に
、
第
二
部
第
九
巻
、
ソ
ユ
ト
ラ
ス
フ
ル
ク
の
荘
厳
な
人
聖
萱
の
建
築
美
に
つ
い
て
の
ケ
主
の
考
察
に
つ
い
て
触
れ

て
本
稿
の
結
び
と
し
よ
う
。
こ
こ
に
か
れ
の
造
形
芸
術
に
つ
い
て
の
す
く
れ
た
審
美
的
精
神
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
ロ

ヶ
ー
テ
ほ
こ
の
人
望
掌
右
は
じ
め
て
仰
き
み
た
目
に
受
け
た
ま
っ
た
く
特
異
な
強
烈
な
印
象
を
次
の
よ
う
に
古
い
て
い
る
。



ケーテの『詩と真実』について（岩崎）

「
こ
の
壮
大
な
建
物
は
〔
い
き
な
。
二
つ
の
恐
ろ
し
け
な
怪
物
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
」
、
だ
が
、
そ
れ
と
「
同
時
に
、
ま
た
一
つ

の
規
則
正
し
い
も
の
〔
秩
序
を
保
つ
も
の
〕
と
し
て
会
得
さ
れ
」
た
の
で
あ
り
、
も
し
こ
の
よ
う
に
「
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
も
の

と
し
て
快
い
感
じ
を
琴
」
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
〔
そ
の
恐
ろ
し
さ
の
ゆ
え
に
〕
わ
た
し
は
驚
き
怯
じ
て
逃
げ
出
し
た
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
」
（
上
、
六
三
ペ
ー
ジ
）
。
で
は
、
か
れ
を
そ
の
大
聖
堂
の
前
に
し
ば
し
ひ
き
と
め
た
不
可
解
な
力
は

何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
後
、
市
中
に
い
て
も
市
外
に
い
て
も
、
こ
の
建
築
は
た
え
ず
か
れ
の
眼
の
前
に
現
れ
て
き
た
が
、
や
が

て
か
れ
は
次
の
よ
う
な
考
え
に
適
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
の
大
寺
院
の
前
面
を
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、
前
に
い
っ
た
〔
恐
ろ
し
さ
と

規
則
つ
ま
り
秩
序
性
と
の
混
合
と
い
っ
た
〕
最
初
の
印
象
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
は
〔
あ
ら
た
め
て
い
え
ば
〕
荘
厳
（
あ
る
い
は
崇
高
、

d
a
s
E
r
F
賢
n
e
）
と
快
美
（
d
琵
G
e
f
巴
蜃
）
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
い
っ
そ
う
多
く
強
め
ら
れ
た
。
或
る
異

常
に
巨
大
な
も
の
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
仰
が
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
我
々
に
恐
怖
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
…
‥
そ
れ
は

ぜ
ひ
と
も
、
一
つ
の
不
自
然
な
、
云
不
可
能
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
結
合
を
も
っ
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
快
美

な
分
子
（
d
a
s
A
n
g
e
n
e
h
m
e
）
が
こ
れ
に
付
け
加
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
の
大
寺
院
の
印
象
に
つ
い
て
語
。

う
る
の
は
、
い
ま
い
っ
た
巨
大
美
と
快
美
と
の
あ
い
い
れ
な
い
〔
矛
盾
し
た
〕
両
性
質
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と
み
た
て
た
場
合
に

の
み
で
き
う
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
古
い
建
物
に
ど
れ
ほ
と
の
高
い
価
値
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
が
判
る
で
あ
ろ
う
」
（
六
五
六
ペ
ー
ジ
）
。

し
か
も
、
こ
の
大
聖
堂
は
、
全
体
が
た
し
か
に
厳
粛
な
堂
々
と
し
た
も
の
に
み
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
す
へ
て
の
部
分
が
、
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
装
飾
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
と
し
て
、
し
か
も
装
飾
が
あ
た
か
も
そ
の
部
分
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
十
分
に
顕
著
な
特
色
を
も
ち
な
が
ら
、
相
互
に
み
ご
と
に
適
合
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ケ
与
は
い
う
、

「
斯
様
な
整
然
た
る
〔
質
的
で
も
あ
る
お
の
ず
か
ら
の
〕
多
相
は
す
べ
て
至
当
と
い
う
観
念
に
発
す
る
も
の
で
あ
。
、
ゆ
え
に
ま
た
、

同
時
に
統
一
と
い
う
感
じ
を
も
起
こ
さ
せ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
い
つ
で
も
大
き
な
快
感
〔
芸
術
作
品
に
よ
る
感
讐
し
て
の
快



ゲーテの『詩と貢実』について（岩崎）

（
首
邑
〕
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
全
体
の
完
成
が
美
術
の
絶
頂
と
し
て
讃
え
云
れ
る
の
も
、
か
よ
う
な
場
合
に
の
み
限
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
」
（
上
、
六
五
九
ペ
ー
ジ
）
。

ゎ
た
く
し
ほ
こ
こ
に
ケ
1
7
の
建
築
美
に
つ
い
て
の
並
々
な
ら
ぬ
洞
察
力
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
患
う
。
か
れ
は
、
荘
厳
と

快
美
と
の
、
あ
る
い
は
崇
高
と
美
と
の
、
い
わ
ば
矛
盾
し
あ
う
統
↓
の
（
地
ヒ
で
可
能
な
か
き
り
で
の
）
完
璧
な
実
現
を
そ
の
建

築
の
う
ち
に
み
て
こ
れ
を
讃
え
る
の
で
あ
る
。

＊
　
ゲ
ー
テ
は
「
ド
イ
ツ
の
建
築
術
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
こ
の
大
聖
堂
の
す
は
ら
し
い
芸
術
性
を
讃
え
、
「
神
の
樹
々
の

よ
う
に
、
完
璧
で
偉
大
、
し
か
も
、
も
っ
と
も
小
さ
な
部
分
に
い
た
る
ま
で
必
然
的
に
美
し
い
」
（
笥
n
N
も
邑
u
n
d
b
－
5
－
n
d
e
n

k
F
邑
e
n
T
e
ニ
n
O
t
W
e
n
d
－
g
S
C
h
O
コ
壱
－
e
B
a
u
m
e
G
0
－
－
e
s
二
別
掲
君
き
ゲ
ー
テ
研
究
』
六
五
ペ
ー
ン
）
と
¶
］
い
て
い
る
。

ヶ
I
T
の
『
詩
と
官
吏
』
は
一
つ
の
精
神
的
な
宝
樺
と
し
て
尺
、
み
つ
く
せ
な
い
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
た
だ
い
く
つ

か
の
点
に
つ
い
て
触
れ
た
に
と
と
ま
る
。




