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永
い
封
建
制
社
会
の
下
づ
み
に
堪
え
て
き
た
人
達
の
最
大
の
望
み
は
入
間
と
し

て
の
解
放
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
己
主
張
の
で
き
る
場
が
開
け
て
い
な
か
っ

た
社
会
に
自
か
ら
見
出
し
た
の
が
職
人
と
芸
人
の
世
界
で
あ
っ
た
。
合
法
的
に
そ

の
身
分
制
を
克
服
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
競
走
の
社
会
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
子

供
の
頃
よ
り
き
び
し
い
鍛
練
を
う
け
て
人
間
わ
ざ
で
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
わ
ざ
を
身
に
つ
け
て
名
人
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
庶
民
の
夢
と
な
っ
た
。
江
戸

中
期
以
降
に
は
こ
の
よ
う
な
名
人
が
多
数
輩
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
社

会
的
背
景
の
中
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
二
、
三
抽
出
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に

は
先
づ
職
人
の
歴
史
を
通
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

①　
職
人
は
荘
園
制
の
末
期
十
四
、
五
世
紀
よ
り
初
ま
る
、
即
ち
荘
園
の
支
配
機
構

を
担
当
し
て
い
た
公
文
職
・
政
所
職
が
な
く
な
る
頃
よ
り
一
般
的
な
意
味
で
の
職

業
を
持
っ
た
人
達
を
職
人
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
手
工
業

芸
道
思
想
と
芸
術
教
育

者
の
み
を
職
人
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
十
六
世
紀
以
降
と
い
え
る
。
職

人
の
型
態
は
賃
仕
事
よ
り
は
じ
ま
り
、
出
職
、
居
職
が
あ
っ
た
。
職
人
は
各
々
領

主
と
の
間
に
封
建
的
な
従
属
関
係
が
あ
り
、
又
座
と
い
う
組
織
を
作
っ
て
き
た
。

座
は
一
人
の
企
業
者
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
そ
の
下
に
座
衆
、
福
人
、
座
子
と
い
　
1
2
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う
一
般
職
人
が
い
た
。
座
に
は
階
級
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
職
人
の
多
く
は
領
主
と

の
間
に
特
種
な
関
係
が
あ
っ
て
世
襲
さ
れ
て
い
た
。
職
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

こ
と
は
、
わ
ざ
の
練
磨
と
そ
の
維
持
に
あ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
は
職
人
の
世
紀
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
代
に
新
し
く
成
長
し
て
き

た
領
主
（
大
名
）
は
他
所
者
職
人
を
歓
迎
し
た
の
で
、
そ
の
城
下
に
集
っ
た
同
職

者
は
仲
間
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
座
は
奴
隷
的
な
封
建
的
直
接
的
従
属
関
係
を
基

礎
と
し
た
人
為
的
な
組
織
で
あ
る
が
、
仲
間
は
西
洋
中
世
の
ギ
ル
ド
に
近
い
同
業

組
合
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
座
に
せ
よ
、
仲
間
に
せ
よ
、
わ
ざ
の
習
得
に
は
徒

弟
制
度
が
必
須
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
封
建
社
会
の
中
で
必
然
的
に
育
っ
て
き
た

座
、
仲
間
の
中
に
手
工
業
の
発
展
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
成
立
し

た
徒
弟
制
度
が
封
建
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
。
わ
ざ
の

一
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秘
伝
を
主
体
と
す
る
こ
の
組
織
の
中
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
や
創
意
工
夫
は

禁
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
徒
弟
職
人
の
知
性
向
上
は
否
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
古
代
と
は
違
っ
て
わ
ざ
は
職
人
自
身
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
決
し
て
そ
の
向
上
発
展
は
鎖
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
問
題
は
職

人
自
身
の
意
識
と
知
性
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
因
習
に
慣
れ
て
む
し

ろ
知
性
の
乏
し
さ
を
自
負
す
る
風
潮
を
作
っ
た
人
達
と
一
方
で
は
一
世
に
名
を
残

す
名
人
の
輩
出
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
職
人
気
質
の
基
層
に
は
家
業
と
し
て
の
意
識
が
あ
っ
た
。
家
業
は
家
の
職
業
で

あ
り
、
そ
れ
は
世
襲
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
職
人
気
質
の
根
幹
は
親
に
仕
え
、
先

祖
を
祭
り
、
神
に
仕
え
る
精
神
と
行
為
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
家
業
の
意

識
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
生
産
機
構
は
効
果
的
に
運
営
さ
れ
、
社
会
秩
序
は
維
持

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
家
業
、
家
職
は
道
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
職
道
と
も
考
え
ら
れ
、
道
は
精
進
で
あ
り
、
鍛
練
で
あ
っ
た
。
徒
弟
制
度

の
辛
苦
は
た
だ
こ
の
一
点
に
集
中
さ
れ
、
更
に
わ
ざ
の
専
問
面
面
鎭
の
上
に
人
倫

へ
の
自
己
修
練
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
こ
に
道
の
基
本
が
お
か
れ
た
。
こ
の
道
の
精

神
は
芸
の
世
界
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

②　
西
山
松
之
助
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
芸
道
と
い
う
の
は
芸
を
実
践

す
る
道
で
あ
る
。
芸
と
は
肉
体
を
用
い
て
踊
っ
た
り
、
演
じ
た
り
、
画
い
た
り
、

嗅
い
だ
り
、
味
わ
っ
た
り
、
話
し
た
り
、
弾
い
た
り
等
々
、
体
の
全
体
ま
た
は
一

部
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
価
値
を
創
り
だ
す
と
か
、
ま
た
は
再

創
造
す
る
と
か
す
る
そ
の
は
た
ら
き
を
い
う
。
こ
う
い
う
は
た
ら
き
で
創
り
だ
さ

れ
る
も
の
は
芸
術
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
完
結
し
て
し
ま
っ
た
も

の
と
か
、
客
体
化
し
て
し
ま
っ
た
芸
術
品
に
は
芸
道
は
無
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ

一
六

ん
芸
道
に
は
芸
術
作
品
と
し
て
客
体
化
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
と
き
の
は
た
ら
き
か
た
、
そ
の
方
法
、
さ
ら

に
い
え
ば
演
じ
方
と
か
、
弾
き
方
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
領
域
に
お
け
る
具
体

的
な
実
践
法
、
そ
れ
が
道
で
あ
る
。
歌
・
弓
・
馬
・
箏
・
槍
・
落
語
等
々
、
さ
ま

ざ
ま
の
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
っ
て
、
そ
の
演
じ
る
演
じ
方
、
そ
れ
が
芸
道
で
あ
る
。
」
と

芸
道
を
規
定
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
は
た
ら
き
か
た
に
は
法
則
性
・
規
範
性
が
内
在

す
る
、
従
っ
て
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
消
極
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
の
方
が
た
し
か
で
速
や
か
に
上
達

す
る
と
い
う
通
念
が
あ
る
。
つ
ま
り
芸
道
の
道
と
は
最
も
抵
抗
少
な
く
、
し
か
も

無
駄
な
く
確
実
に
、
か
つ
速
や
か
に
目
的
地
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
通
路
と
し
て

設
定
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
芸
道
思
想
が
職
人
の
世
界

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
封
建
社
会
の
基
盤
の
上
に
固
定
し
て
き
た
道
の
意
識
に
支
配

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
伺
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
起

　
　
　
　
③

源
に
つ
い
て
岡
崎
義
恵
氏
の
所
説
に
基
づ
く
と
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
芸
道
思
想

が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
は
中
世
で
あ
る
。
日
本
書
紀
や
万
葉
集
と
い
っ
た

も
の
の
中
に
は
芸
道
と
い
っ
た
よ
う
な
意
識
の
あ
る
こ
と
は
見
出
し
得
な
い
、
平

安
時
代
に
入
っ
て
源
氏
物
語
の
中
に
は
仏
道
の
思
想
的
背
景
か
ら
し
て
芸
に
は
そ

れ
ぞ
れ
道
の
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し

か
し
そ
れ
を
芸
道
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
何
の
証
拠
も
な
い
。
平
安
末
期
よ
り
仏

教
の
勢
力
が
増
大
す
る
と
共
に
仏
道
が
諸
道
の
主
位
に
立
つ
も
の
の
よ
う
に
考
え

る
思
想
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
中
世
に
入
っ
て
道
の
意
識
が
強
く
表

れ
る
が
、
そ
の
き
ざ
し
は
平
安
期
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
諸
芸
に
道
と
い
う
も
の
が

強
い
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
各
々
専
門
に
分
派
さ
れ
、
そ
れ
が
世
襲
さ

211



れ
る
と
こ
ろ
に
原
因
の
一
つ
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
芸
道
の
専
門
を
重
ん
ず
る

態
度
は
単
に
世
襲
的
に
家
の
芸
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
原
因
だ
け
で
な
く
、
文
化

の
進
展
と
共
に
専
門
的
研
究
が
加
わ
り
、
素
人
で
は
窺
う
こ
と
の
で
き
な
い
道
の

奥
義
が
た
だ
専
門
的
な
鍛
練
に
よ
っ
て
の
み
穫
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
理
由
も
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
道
の
意
識
が
確
立
す
る
の
は
中
世
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
西
山
松
之
助
も
室
町
時
代
金
春
禅
竹
の
歌
舞
髄
脳
記
に
芸
道
と
い
う
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
と
し
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
芸
能
辞
典
に
依
る
と
上
代

に
は
歌
や
舞
を
あ
そ
び
と
称
し
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
「
よ
う
つ
の
道
」

「
道
々
の
才
」
　
「
道
々
の
上
手
」
な
ど
と
い
っ
て
、
道
は
学
問
及
び
遊
芸
技
術
に

わ
た
っ
て
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
問
的
な
も
の
と
し
て
は
「
明
経
」
　
「
明

法
」
　
「
記
伝
」
　
「
文
章
」
　
「
陰
陽
」
の
各
道
が
あ
り
、
遊
芸
技
術
で
は
「
管
弦
」

「
書
」
「
画
」
「
歌
」
「
建
築
」
な
ど
が
道
と
い
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
中

世
よ
り
近
代
に
至
る
芸
道
の
概
念
に
は
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
古
代
で
は
「
周
礼
」
に
よ
る
六
芸
（
礼
・
楽
・
射
・
御
・

書
・
数
）
を
芸
術
と
考
え
、
そ
れ
は
肉
体
を
動
か
し
て
な
す
「
わ
ざ
」
を
芸
と
考

え
る
よ
う
な
鼻
嵐
な
意
味
で
の
芸
術
で
、
近
代
的
芸
術
の
概
念
と
は
可
な
り
異
な

り
、
そ
れ
は
政
治
教
育
に
役
立
っ
学
問
技
能
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
日
本

の
古
代
で
は
こ
れ
に
準
じ
て
慣
用
し
た
と
思
え
る
。
中
世
に
な
る
と
教
養
的
遊
芸

を
芸
能
と
称
し
、
貴
族
・
武
士
の
身
だ
し
な
み
と
し
て
、
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の

だ
と
さ
れ
た
。
現
代
で
は
芸
能
人
が
身
を
も
っ
て
演
ず
る
も
の
、
即
ち
作
品
が
消

え
て
残
ら
な
い
よ
う
な
も
の
も
含
あ
て
、
中
世
の
芸
能
観
と
も
、
ま
た
近
代
的
芸

術
概
念
と
も
異
な
る
範
囲
に
拡
大
し
て
使
用
し
て
い
る
が
、
中
世
に
お
い
て
は
こ

の
芸
能
を
芸
道
と
相
通
じ
て
用
い
て
い
た
観
が
あ
る
。
特
に
芸
道
と
い
う
よ
う
な

芸
道
思
想
と
芸
術
教
育

道
の
字
が
付
い
て
呼
ば
れ
る
場
合
は
精
神
的
な
意
味
を
含
め
て
考
え
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
伝
統
を
重
じ
る
精
神
が
芸
の
家
、
宗
家
を
崇
び
、

宗
家
に
伝
わ
る
秘
伝
を
尊
重
し
、
名
人
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
型
を
守
り
、
そ

れ
を
絶
対
視
す
る
と
い
う
精
神
は
職
人
の
場
合
と
変
わ
り
は
な
い
。
芸
道
に
志
し

て
名
を
あ
げ
た
名
人
の
痛
ま
し
い
稽
古
精
進
の
精
神
を
あ
が
め
て
、
こ
れ
に
見
習

う
こ
と
が
励
行
さ
れ
た
。
こ
の
理
念
と
修
業
は
仏
教
殊
に
禅
宗
の
影
響
が
大
き
い

と
い
わ
れ
る
。
申
世
芸
道
に
お
い
て
は
殊
に
「
口
伝
」
が
尊
重
さ
れ
、
芸
の
家
、

宗
家
又
は
専
門
の
家
に
伝
わ
り
、
公
表
が
禁
ぜ
ら
れ
た
。
芸
の
理
念
や
演
出
の
こ

つ
を
教
え
る
に
あ
た
り
コ
子
相
伝
」
と
い
っ
て
相
続
す
る
嫡
男
に
伝
え
た
り
、

ま
た
は
道
に
熟
達
し
た
弟
子
に
伝
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
「
秘
伝
」
と
も
い

い
、
秘
密
が
他
人
に
も
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
口
か
ら
直
接
身
に
伝
え
た
も
の

で
あ
る
か
ら
「
口
伝
」
と
も
称
し
た
。
こ
の
こ
と
は
真
言
宗
に
お
い
て
密
教
と
称

さ
れ
る
真
言
秘
密
の
法
が
伝
授
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
端
を
発
し
て
い
る
と
し
て
、
そ

れ
が
平
安
時
代
に
は
管
絃
の
道
や
歌
道
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
に
は
歌

舞
音
曲
等
の
芸
能
の
分
野
に
及
ん
だ
と
芸
能
辞
典
に
あ
る
。

　
日
本
の
芸
能
は
西
洋
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
は
じ
め
か
ら
観
賞
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
く
、
本
来
は
実
生
活
の
技
術
で
あ
っ
た
も
の
が
次
第
に
遊
戯
化
さ
れ
、

趣
味
と
な
り
、
道
楽
と
な
っ
て
芸
能
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
芸
能

を
育
て
る
徒
弟
制
度
が
中
世
に
端
を
発
し
近
世
に
移
る
に
従
っ
て
量
的
拡
大
が
な

さ
れ
、
そ
の
組
織
は
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
徳
川
幕
府
が
成
立
す
る
と
、

そ
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
種
々
な
る
政
策
が
打
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
参

勤
交
代
の
制
度
が
あ
っ
た
。
地
方
大
名
の
江
戸
に
お
け
る
儀
礼
は
貴
族
的
行
動
が

要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
必
然
的
に
伝
統
的
な
貴
族
的
遊
芸
に
関
心
が
向
け
ら

一
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
大
名
相
互
の
交
歓
に
も
及
ん
で
い
っ
て
上
層
支
配

階
級
に
遊
芸
人
口
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
町
人
の
武
家
へ
の
経
済
的
接
触

は
庶
民
文
化
啓
発
の
大
き
な
契
機
と
も
な
り
、
江
戸
後
期
に
は
ま
さ
に
庶
民
文
化

の
花
を
咲
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
人
口
の
激
増
に
答
え
て
、
そ
の

指
導
者
も
町
に
あ
ふ
れ
、
い
わ
ゆ
る
町
師
匠
が
門
を
か
ま
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
は
必
然
的
に
祖
法
の
主
で
あ
る
家
元
の
権
威
が
上
昇
強
化
さ
れ
、
十
八
世
紀

中
頃
に
は
こ
の
家
元
制
度
社
会
の
組
織
が
拡
充
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
拡
充
さ
れ

た
家
元
制
度
に
あ
っ
て
は
そ
の
弟
子
に
対
す
る
抱
東
武
は
強
く
、
自
然
停
滞
的
な

性
格
も
現
れ
は
す
る
が
、
こ
の
期
に
固
め
ら
れ
た
家
元
制
度
が
明
治
に
引
き
つ
が

れ
、
現
代
も
な
お
の
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
中
に
一
貫
し
て
流
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
る
芸
道
思
想
の
民
族
的
独
自
性
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
美
学
辞
典

に
は
芸
道
思
想
は
平
安
時
代
に
悪
し
、
中
世
に
成
り
、
近
世
に
お
よ
ん
で
わ
が
国

独
特
の
芸
術
観
と
し
て
仏
教
的
背
景
の
も
と
で
鍛
練
に
よ
る
「
型
」
の
形
成
を
通

じ
て
民
族
独
自
の
美
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
一
方
芸
が
本

質
的
に
手
工
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
因
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
手

工
的
性
格
を
離
れ
た
現
代
の
技
術
の
世
界
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
職
人
が
後
退

し
、
徒
弟
制
度
が
影
を
ひ
そ
め
て
い
く
の
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。

　
江
戸
後
期
に
家
元
制
度
が
拡
大
充
実
の
機
を
迎
え
た
こ
と
は
、
抑
え
ら
れ
て
い

た
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
技
芸
の
分
野
で
発
散
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
理
由
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
そ
の
徒
弟
制
度
が
封
建
的
構
造
の
故
に
、
そ
こ
で
突
き
放
さ
れ
た
弟

子
達
が
技
芸
の
修
練
と
創
造
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
は
げ
し
い
主
体
的
精
神
を
発

揚
し
て
、
そ
こ
か
ら
次
々
と
名
人
を
輩
出
さ
せ
る
場
に
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八

⑥
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

　
「
音
楽
は
う
た
で
あ
り
ま
す
、
併
し
そ
の
う
た
は
、
吾
々
の
よ
く
思
い
あ
や
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
言
葉
あ
っ
て
の
う
た
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
古
い
言
葉
で
い
う
う
た
（
訴
）
こ

そ
音
楽
を
最
も
よ
く
説
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
。
山
田
尊
霊
は
彼
の
著
音
楽
十

二
講
の
緒
言
の
中
に
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
間
は
生
れ
な
が
れ
κ
し
て
欲

望
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
本
能
的
欲
望
を
容
易
に
満
た
し
得
な
い
の
が
現
実
で
も

あ
る
。
そ
れ
の
み
か
生
活
の
道
す
が
ら
思
わ
ざ
る
障
害
に
も
突
き
あ
た
る
、
そ
こ

に
悩
み
や
苦
し
み
が
生
れ
る
。
人
間
は
生
き
る
た
め
に
そ
の
苦
悩
と
た
た
か
い
、

そ
れ
を
克
服
し
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
苦
悩
は
口
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
　
㎜

い
よ
う
な
深
刻
な
、
或
い
は
内
密
な
も
の
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
れ
を
解
決
し

よ
う
と
し
て
、
神
や
仏
へ
の
信
仰
の
生
活
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
解

決
の
方
法
を
見
出
す
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
人
間
は
心
に
秘
あ
る
思
い

を
何
ら
か
の
形
で
表
に
現
そ
う
と
す
る
。
も
し
そ
れ
が
音
を
通
し
て
な
さ
れ
る
な

ら
、
そ
れ
は
音
楽
を
形
成
す
る
契
機
と
も
な
る
。
音
楽
こ
そ
言
葉
の
行
詰
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
に
感
情
の
爆
発
せ
ん
と
す
る
そ
の
一
線
よ
り
静
か
に
鳴
り
出
す
う
た
（
訴
）
、
そ

れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
切
な
る
願
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
願
い
を
こ
め
た

訴
え
こ
そ
、
そ
れ
は
又
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
源
泉
と
で
も
い
え
よ
う
。

　
人
間
は
己
れ
と
喜
び
や
悲
し
み
を
一
つ
に
す
る
仲
間
に
向
っ
て
そ
の
精
神
的
一

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

致
を
期
し
て
う
た
い
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
真
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の



自
由
へ
の
意
志
に
基
づ
く
自
己
抑
制
と
自
己
顕
現
の
は
げ
し
い
内
的
戦
い
の
足
跡

で
あ
る
。
西
洋
近
代
の
合
理
主
義
思
想
は
古
く
中
世
に
端
を
発
し
、
こ
れ
も
人
間

解
放
の
切
な
る
願
い
の
結
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
築
か
れ
て
き
た
一
切
の
文
化

的
遺
産
は
人
聞
の
造
り
上
げ
た
す
ば
ら
し
い
業
績
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
識
者
が

警
告
す
る
現
代
の
人
間
疎
外
の
文
明
は
、
そ
の
目
標
を
今
に
修
正
す
る
の
で
な
け

れ
ば
、
真
の
幸
福
へ
の
願
望
は
達
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
人
間
は
そ
の
願
望
を
達
成
す
る
た
め
に
身
体
を
つ
か
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
生
活
の

た
め
の
手
段
を
考
え
つ
い
て
き
た
。
そ
の
手
段
、
即
ち
わ
ざ
、
換
言
す
れ
ば
人
間

的
制
作
の
わ
ざ
、
そ
の
わ
ざ
を
技
術
と
よ
ぶ
な
ら
、
芸
術
も
技
術
概
念
に
含
ま
れ

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
芸
術
を
意
味
す
る
ク
ン
ス
ト
、
又
は
ア
ー
ト
と
い
う
西

洋
の
近
代
語
は
、
そ
の
語
源
を
ラ
テ
ン
語
の
ア
ル
ス
に
、
更
に
ギ
リ
シ
ャ
の
テ
ク

ネ
ー
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
求
め
な
け
れ
げ
な
ら
な
い
が
、
こ
の
古
典
語
が
わ
ざ
、
技

術
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
に
芸
術
も
包
括
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
が
お
お
か
た

の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
概
念
規
定
も
時
代
の
流
れ
に
従
っ
て
移
り
変
る
か

に
み
え
る
。
即
ち
十
六
世
紀
以
降
自
然
科
学
の
進
展
と
共
に
、
手
工
時
代
の
芸
術

と
技
術
は
離
反
し
、
技
術
は
自
然
科
学
と
手
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
結
果
は
手
工

的
経
験
や
勘
に
基
づ
く
技
術
が
後
退
し
、
自
然
科
学
に
基
づ
く
技
術
が
正
当
視
さ

れ
、
自
律
性
を
確
保
し
て
い
く
。
そ
し
て
独
自
の
方
向
に
分
化
し
、
専
門
化
さ
れ

る
。
近
代
技
術
は
工
業
シ
ス
テ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
現

れ
た
機
械
等
は
人
間
の
手
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
意
識
的
に
美
を
捨
て
た

最
初
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
機
械
は
能
率
が
問
題
に
さ
れ
、
美
的
価
値
は
関
心
の

外
に
お
か
れ
る
。
十
九
世
紀
に
入
る
と
技
師
と
い
う
職
能
を
持
っ
た
技
術
家
が
芸

術
家
と
対
置
さ
れ
、
肉
体
生
活
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
技
術
と
袖
を
分
ち
、
独

芸
道
思
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と
芸
術
教
育

自
の
方
向
に
専
門
化
を
押
し
進
め
て
、
二
十
世
紀
遂
に
機
械
文
明
の
時
代
に
突
入

さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
巨
大
な
経
済
機
構
の
中
に
生
き
る
人
間
は

機
械
化
さ
れ
、
非
人
間
化
さ
れ
、
自
己
疎
外
の
状
態
で
よ
ろ
め
き
は
じ
め
る
。
そ

こ
に
は
公
害
と
い
う
結
末
が
待
ち
か
ま
え
て
人
間
の
幸
福
へ
の
道
を
遮
断
す
る
。

こ
れ
は
元
来
有
機
的
に
結
ば
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
頭
と
手
が
ば
ら

ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
担
い
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
人
間
は
そ
の
危
機
に
直
面
し
て
も
、
な
お
そ
れ
に
組
み
つ
い

て
、
そ
れ
を
克
服
し
、
彼
岸
へ
の
願
望
を
捨
て
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
た
い
。
今

日
で
は
す
ぐ
れ
た
人
間
的
活
動
で
あ
る
べ
き
芸
術
も
非
人
間
化
の
傾
向
を
示
し
、

機
械
技
術
の
と
り
こ
に
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
芸
術
は
元
来

美
的
価
値
創
造
の
技
術
で
あ
り
、
美
の
人
工
的
生
産
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
芸
術

は
必
ず
し
も
美
の
創
造
技
術
で
は
な
い
か
に
み
え
る
。
し
か
し
芸
術
が
本
来
美
的

価
値
創
造
の
技
術
と
し
て
技
術
概
念
に
包
括
さ
れ
る
以
上
、
技
術
が
進
歩
し
て
新

し
く
な
れ
ば
そ
れ
に
応
ず
る
新
し
い
様
式
の
芸
術
が
生
れ
て
く
る
可
能
性
は
充
分

で
あ
る
。
今
日
試
み
ら
れ
て
い
る
新
し
い
様
式
の
芸
術
の
類
い
も
、
そ
れ
は
人
間

の
幸
福
へ
の
願
望
達
成
の
過
程
上
の
試
み
と
考
え
た
い
。
電
子
音
楽
興
り
、
造
形

芸
術
然
り
。
そ
こ
に
は
価
値
観
の
大
き
な
転
換
も
必
要
と
さ
れ
よ
う
が
、
芸
術
そ

の
も
の
が
人
間
の
生
活
に
果
た
す
役
割
は
今
も
昔
も
変
り
な
い
の
で
あ
る
。
機
械

技
術
が
今
日
の
危
機
を
誘
因
し
た
と
考
え
る
な
ら
、
芸
術
が
精
神
生
活
の
た
め
の

手
段
で
あ
る
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
に
、
そ
の
根
源
的
な
意
義
を
求
め
て
、
現
代

生
活
に
お
け
る
芸
術
の
役
割
を
十
分
果
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
当
面
す

る
課
題
解
決
の
た
め
に
。

⑦　
L
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
芸
術
と
は
人
間
個
性
の
十
分
遅
刻
印
を
の
こ
し
て
い
る

一
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と
こ
ろ
の
技
術
の
一
部
で
あ
り
、
技
術
と
は
機
械
過
程
を
促
が
す
た
あ
人
間
個
性

の
大
部
分
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
芸
術
の
表
出
で
あ
る
と

定
義
し
、
芸
術
は
ど
れ
ほ
ど
抽
象
的
で
あ
っ
て
も
、
全
然
無
人
称
的
、
全
く
無
意

味
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
技
術
の
高
度
な
発
達
は
芸
術
本
来
の
性
格
で
あ
る
抽
象
性
を
求
め
る
で
あ
ろ

う
。
芸
術
の
機
能
は
外
面
描
字
の
域
を
脱
し
て
、
潜
在
意
識
な
い
し
無
意
識
の
領

域
で
創
造
さ
れ
、
享
受
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に
優
位
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
教
育
の
場
に
あ
っ
て
は
感
性
の
開
発
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
な
ろ
う
。
準
備
さ
れ
て
い
な
い
土
壌
に
精
選
さ
れ
た
種
子
を
ま
い
て
、
し
か

も
注
意
深
い
生
育
条
件
を
与
え
て
も
そ
れ
は
満
足
に
育
つ
ま
い
。
人
間
の
感
情
が

育
っ
た
め
に
は
芸
術
の
持
つ
抽
象
的
機
能
を
十
分
に
働
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑧　
総
べ
て
知
力
の
基
礎
は
発
刺
た
る
感
性
に
あ
る
の
だ
と
す
る
H
・
リ
ー
ド
は
芸

術
の
実
践
を
教
育
の
基
盤
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
手
わ
ざ
を
休
止
さ
せ
た
結
果
、

必
然
的
に
惹
起
さ
れ
る
感
性
の
萎
縮
が
文
明
を
衰
頽
さ
せ
る
の
だ
と
い
い
、
文
明

は
人
間
の
心
意
で
は
な
く
て
感
覚
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
が
感
覚
を
活
用
し
、
教
育
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
人
間
の
進
歩
ど
こ
ろ
か
、
人

間
の
生
存
の
た
め
の
生
物
学
的
条
件
さ
え
も
確
保
し
が
た
く
な
る
と
警
告
し
て
い

る
。
そ
し
て
感
覚
が
依
然
と
し
て
鮮
明
で
、
知
能
は
常
に
活
発
な
、
か
か
る
人
た

ち
の
み
が
、
将
来
の
産
業
主
義
の
世
界
に
安
定
し
、
充
実
し
た
社
会
を
形
成
し
得

る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

　
抽
象
性
を
武
器
と
す
る
音
楽
は
先
ん
じ
て
人
間
の
心
を
と
ら
え
、
そ
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
一
方
機
械
技
術
の
発
達
と
普
及
が
強
力
な
表
現

手
段
を
芸
術
に
提
供
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
芸
術
を
エ
リ
ー
ト
の
所
有
物
か
ら
民

二
〇

衆
に
解
放
し
た
今
日
、
過
剰
な
感
覚
の
刺
激
が
日
々
の
生
活
に
お
よ
ぼ
す
影
響
が

大
き
く
、
そ
こ
に
そ
の
功
罪
が
問
題
に
さ
れ
る
の
も
い
た
し
か
た
が
な
い
。
政
治

的
、
経
済
的
、
社
会
的
原
因
の
追
求
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
先
づ
教
育
に
目
を
向

け
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
道
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
具
体
的
な
方
法
論
に
ま
で
メ
ス
を

入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
そ
れ
に
た
つ
さ
わ
る
指
導
者

の
在
り
方
、
そ
し
て
そ
の
問
題
意
識
の
と
り
あ
げ
方
里
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
は
勢
い
指
導
者
養
成
の
専
門
教
育
の
在
り
方
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

⑨　
H
・
リ
ー
ド
は
芸
術
教
育
の
基
本
原
理
の
序
文
に
お
い
て
、
　
「
芸
術
の
完
成
は

そ
の
実
践
1
つ
ま
り
道
具
と
材
料
、
形
と
機
能
に
か
ん
す
る
訓
練
か
ら
生
ず
る
は

ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
の
世
界
を
限
定
し
て
生
活
か
ら
切
り
は
な

す
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
信
ず
る
・
芸
術
教
育
を
讐
だ
け
に
限
る
の
は
間
違
い
餅

で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
、
と
い
う
の
も
暗
黙
の
態
度
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
現

実
ば
な
れ
し
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
芸
術
は
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
目
当
て
に

実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
親
密
な
師
弟
関
係
を
通
じ
て
教
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
信
ず
る
。
私
は
教
師
も
生
徒
に
ま
け
ず
劣
ら
ず
活
動
的

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
信
ず
る
、
と
い
う
の
も
芸
術
は
教
訓
や
言
葉
に
よ
る
指

示
で
習
い
覚
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
感
染

の
よ
う
な
も
の
で
、
火
の
よ
う
に
魂
か
ら
魂
に
と
び
う
つ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
芸
術
教
育
に
対
す
る
信
条
で
あ
る
。
芸
術
と
技
術

が
分
離
さ
れ
た
と
は
い
え
、
美
術
や
音
楽
の
表
現
に
は
今
日
に
い
た
る
も
な
お
本

質
的
に
手
工
的
技
術
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
技
術
の
鍛
練
な
し
に
は
表
現
も

創
造
も
あ
り
得
な
い
。
殊
に
専
門
家
と
し
て
の
資
格
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
長



期
に
わ
た
っ
て
技
法
の
鍛
練
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
H
・
リ
ー
ド
の

言
う
よ
う
に
芸
術
の
教
育
は
感
染
さ
せ
る
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
指
導
は
親
密
な

師
弟
関
係
を
通
じ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
古
く
よ
り

実
践
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
。
問
題
は
そ
の

指
導
の
過
程
に
あ
る
。

　
人
間
の
行
動
型
態
を
、
そ
れ
を
司
ど
る
神
経
活
動
の
作
用
の
仕
方
の
画
壇
か
ら

お
こ
る
段
階
的
な
区
別
か
ら
な
が
め
る
と
、
技
術
は
科
学
的
法
則
性
に
従
っ
て
な

さ
れ
る
目
的
意
識
的
な
人
間
の
行
動
で
あ
る
と
い
え
る
。
手
工
的
技
術
は
技
能
と

称
す
る
段
階
の
も
と
で
目
的
は
意
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
経
験
的
に
練
習
の
積
み

重
ね
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
言
葉
で
表
現
し
、
客
観
的
な

も
の
と
し
て
一
つ
の
方
式
に
組
立
て
る
こ
と
は
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
無
条
件
反

射
に
よ
る
行
動
を
本
能
的
行
動
と
い
っ
て
い
る
が
、
条
件
反
射
に
よ
っ
て
行
動
す

る
場
合
、
こ
れ
を
習
能
と
い
っ
て
い
る
。
動
物
の
曲
芸
は
そ
の
段
階
の
も
の
で
あ

る
。
人
間
が
素
朴
な
道
具
を
使
っ
て
行
動
す
る
時
、
こ
れ
は
技
能
の
段
階
に
達
し

て
い
る
と
い
え
る
。
科
学
の
力
を
借
り
る
に
至
ら
な
か
っ
た
社
会
に
技
能
習
得
の

方
法
と
し
て
鍛
練
が
教
育
を
支
配
し
た
こ
と
は
職
人
の
歴
史
に
も
芸
人
の
歴
史
に

も
明
ら
か
ら
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
徒
弟
制
度
が
育
ち
、
家
元
制
度
が
成
立
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
人
が
忌
避
し
が
ち
な
芸
道
思
想
を
育
て
た
徒
弟
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

度
、
家
元
制
度
よ
り
現
代
的
な
意
義
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
鍛
練
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
精
神
的
な
も
の
、
そ
れ
は
人
倫
へ
の
自
己
修
練
の
過
程
が
あ
る
。
何
も
か

も
分
化
し
て
、
た
だ
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
突
っ
走
る
現
代
人
に
は
今
一
度
ふ
り
返
っ
て

み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑩
　
ロ
ー
マ
の
セ
ネ
カ
は
理
性
に
よ
る
感
性
の
抑
圧
に
人
間
の
最
高
の
徳
を
見
出

芸
道
思
想
と
芸
術
教
育

す
、
そ
れ
は
練
習
に
依
る
。
彼
は
肉
体
の
苦
痛
を
通
じ
て
感
性
を
抑
圧
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
音
楽
の
持
つ
練
習
の
効
果
は
人
間
の
練
成
に
役
立

つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
感
性
と
理
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
そ
こ
に
求
め
て
い
る
。
す
な

わ
ち
鍛
練
の
意
義
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
的
に
は
通
じ
な

い
も
の
が
秘
ん
で
い
る
。
H
・
リ
ー
ド
は
芸
術
の
鍛
練
は
意
識
が
自
然
に
従
う
鍛

練
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ぢ
自
分
の
経
験
に
没
頭
す
る

と
こ
ろ
が
ら
生
れ
る
鍛
練
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
強
制
的

に
し
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
人
間
は
好
き
な
こ
と
に
は
夢
中
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
失
敗
し
て
も
苦
痛
を
軽

く
受
け
と
め
て
、
そ
れ
に
没
頭
す
る
。
そ
こ
に
工
夫
が
生
れ
る
。
そ
の
過
程
の
中

に
鍛
練
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
過
程
の
中
で
個
人
を
弧
立
さ
せ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
は
個
性
の
独
自
性
の
表
現
で
あ
る
と
い
　
0
6
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う
命
題
の
と
り
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
鍛
練
の
過
程
に
あ
っ
て
は

あ
る
程
度
の
集
団
的
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
個
人
が
そ
の
集
団
の
全

体
を
把
握
し
う
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鍛
練
の
場
の
ひ
な

型
を
江
戸
後
期
の
家
元
制
度
社
会
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
世
襲
制
に
よ
ら
な
い
で
、
広
汎
な
一
般
社
会
の
子
弟
に
公
開
さ

れ
、
師
匠
を
超
え
る
よ
う
な
芸
や
職
の
わ
ざ
を
創
造
し
つ
つ
、
弟
子
か
ら
弟
子
へ

と
受
け
つ
が
れ
、
そ
こ
に
名
人
を
輩
出
さ
せ
て
い
く
。
わ
ざ
の
習
得
に
は
一
定
の
き

ま
り
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
制
度
的
な
、
身
分
的
な
抱
束
を
う
け
る

こ
と
な
く
、
た
だ
師
匠
の
わ
ざ
を
み
て
、
き
い
て
修
得
す
る
と
い
う
芸
道
社
会
の

一
面
こ
そ
、
現
代
的
に
と
ら
え
る
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
今
日
の
大
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

お
け
る
ゼ
ミ
方
式
の
意
図
を
こ
こ
に
照
射
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
ね

二
一



芸
道
思
想
と
芸
術
教
育

て
い
い
た
い
。
古
い
型
を
う
け
つ
ぎ
、
そ
れ
に
み
が
き
に
み
が
き
を
か
け
て
達
す

る
と
い
う
わ
ざ
は
現
代
的
技
術
概
念
に
は
当
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
技
術
が
常
に

創
造
的
で
あ
り
、
古
い
も
の
を
否
定
し
て
い
く
と
い
う
態
度
は
芸
術
に
も
通
じ
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
過
去
を
振
り
捨
て
新
し
き
に
か
け
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
。

　
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
目
ざ
し
て
、
高
等
普
通
教
育
を
身
に
つ
け
る
専
門
の
学
芸

を
教
授
研
究
す
る
場
と
し
て
登
場
し
た
日
本
の
大
学
に
は
当
然
新
し
い
真
理
観
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
総
べ
て
は
科
学
的
実
証
を
経
て
把
握

さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
発
見
さ
れ
る
も
の
、
や
が
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
の
探

究
、
そ
こ
に
真
理
を
求
め
る
と
い
う
考
え
方
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

っ
て
の
大
学
に
お
い
て
真
理
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
聖
典
・
経
典
・
古

典
等
の
奥
義
を
極
め
よ
う
と
し
た
の
と
は
違
っ
て
学
生
の
研
究
姿
勢
に
自
主
性
が

強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
講
義
に
よ
る
教
授
型
態
か
ら
ゼ
ミ
方
式
に
主

体
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
単
位
取
得
制
度
確
立
の
た
め

に
も
図
書
館
、
実
験
室
等
の
設
備
が
強
く
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に

現
．
状
は
真
理
観
の
相
違
や
経
済
的
理
由
も
あ
っ
て
、
幾
多
の
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま

現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
音
楽
専
門
教
育
の
場
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
技
能
習
得
の
段
階
に
と
ど
め
ら
れ

た
り
、
技
術
が
芸
術
に
先
行
し
て
い
る
今
日
、
科
学
的
実
験
の
設
備
な
ど
微
々
た

る
現
状
で
あ
る
。
総
べ
て
が
総
合
に
向
っ
て
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
音

楽
大
学
は
殆
ん
ど
単
科
大
学
の
形
で
、
し
か
も
私
学
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
音

楽
大
学
が
真
の
芸
術
大
学
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
の
日
か
と
思
う
次

第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
学
音
楽
学
部
教
授
）
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