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入
学

美

稲

繁

賀

地
球
の
裏
側
で
「
サ
パ
ト
の
年
」
を
楽
し
ん
で
い
る
「
閣
の
戦
士
」
に
ま

で
異
端
審
問
へ
の
出
席
を
求
め
る
回
状
が
回
っ
て
き
た
、
と
い
う
の
で
、
な

に
や
ら
ド
ン
パ
チ
の
臭
い
が
す
る
な
、
と
漠
然
と
考
え
な
が
ら
パ
リ
か
ら
駒

場
の
東
京
大
学
に
つ
れ
も
ど
さ
れ
て
み
る
と
、
果
た
し
て
派
手
な
西
部
劇
の

真
っ
最
中
で
あ
っ
た
。

昭
和
の
御
世
の
最
期
を
飾
っ
た
と
い
う
べ
き
か
汚
し

た
と
い
う
べ
き
か
知
ら
ぬ
が
、
と
ま
れ
「
リ
ク
ル
ー
ト
」
と
「
御
不
例
」
が

登
場
す
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
夏
休
み
ま
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
に
ぎ
わ

せ
て
い
た
一
件
を
こ
の
場
で
蒸
し
返
そ
う
と
い
う
の
は
、

ほ
か
で
も
な
い
、

よ
う
や
く
諸
々
の
騒
ぎ
も
一
段
落
(
し
て
欲
し
い
も
の
だ
)
と
い
う
今
日
こ

の
ご
ろ
に
な
っ
て
、
平
静
(
と
し
か
ワ
ー
プ
ロ
は
返
還
l

で
な
く
て
変
換
1

し
て
く
れ
な
い
)
平
成
元
年
四
月
の
東
京
大
学
教
養
学
部
の
『
学
部
報
』
に

載
せ
る
べ
き
「
教
官
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
「
あ
な
た
に
と
っ
て
教
養
と
は
」
と

称
す
る
、
深
く
考
え
て
は
自
分
の
首
を
締
め
る
こ
と
に
成
り
兼
ね
ぬ
、
物
騒

な
質
問
が
突
き
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
小
生
考
え
る
に
、
世
に
言

う
リ
ク
ル
ー
ト
問
題
も
天
皇
制
に
ま
つ
わ
る
い
ざ
ご
ざ
も
、
こ
の
駒
場
西
部

劇
も
、
同
じ
一
つ
の
「
構
造
」
(
と
い
っ
た
時
代
遅
れ
の
言
葉
を
わ
ざ
と
使

っ
て
み
よ
う
、

な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
論
ぜ
ら
る
べ
き
「
問
題
」
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の
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の
が
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す
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蒸
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「
構
造
」
の
時
代
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
と
見
え
る
時
代
遅
れ
の
代
物
だ
か
ら
)
か

ら
派
生
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
こ
こ
い
ら
で
「
当
代
日
東
大
合
気
道
部
」

及
び
「
赤
門
合
気
倶
楽
部
」
を
「
駒
場
西
部
劇
」
の
二
の
舞
に
せ
ぬ
た
め
に

ノ
u

も
、
東
大
駒
場
に
出
来
だ
内
部
分
裂
の
顛
末
を
、
ヤ
ボ
を
承
知
で
今
一
度

「
総
括
」
し
て
お
く
頃
合
い
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。

:>jく

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
上
に
お
け
る
、
駒
場
西
部
劇
の
打
ち
止
め
と
な

っ
た
記
事
は
周
知
の
よ
う
に
、昭
和
六
三
年
七
月
一
日
付
け
の
小
出
昭
一
郎

名
誉
教
授
の
一
文
で
あ
り
、
小
生
が
無
作
為
に
何
人
か
大
学
内
外
の
方
々
の

意
見
を
徴
し
て
見
た
限
り
で
は
、
こ
れ
が
最
も
公
平
に
し
て
委
曲
を
尽
く
し

た
正
論
な
い
し
審
判
と
見
な
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
小
生
は
と
い
え
ば
、

「
驚
く
べ
き
」
数
と
さ
れ
る
ヘ
N
氏
拒
否

小
出
先
生
が
、
自
ら
「
異
常
」
、

の
投
票
数
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
自
然
科
学
者
の
側
の
心
情
を
代
弁
さ
れ
つ

つ
な
さ
っ
た
理
由
付
け
に
接
し
て
、
は
じ
め
て
小
生
自
身
の
「
良
識
」
が
い

ま
た
そ
れ
が
、

か
に
ひ
と
り
よ
が
り
で
身
勝
手
な
も
の
で
し
か
な
く
、

ど
れ

ほ
ど
自
然
科
学
者
の
考
え
と
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
改
め
て
遅
ま
き

な
が
ら
悟
ら
さ
れ
、
呆
然
と
し
て
、
自
ら
の
不
明
を
恥
じ
た
者
で
あ
る
。
察

す
る
に
駒
場
の
外
国
語
、
人
文
、
社
会
、
自
然
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
従
事

ほ
と
ん
ど
お
互
い
に
言
葉
が
、
そ
れ
も
専
門
用
語
の
み
な
ら

す
る
教
官
は
、

ず
、
日
常
言
語
に
お
い
て
も
、
こ
と
学
問
論
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
意
思
疎

通
不
可
能
な
状
態
の
ま
ま
安
存
な
い
し
棲
み
分
け
を
演
じ
て
き
た
こ
と
が
、

今
回
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
、は
し
な
く
も
明
る
み
に
で
た
か
ら
で
あ

る
。
互
い
に
議
論
が
で
き
る
な
ら
と
も
か
く
、
全
く
議
論
に
も
「
闘
争
」
に

も
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
、
事
態
の
深
刻
さ
を
印
象
付
け
る
。

駒
場
が
「
腐
敗
」
し
て
い
る
か
否
か
は
、こ
の
際
さ
し
た
る
問
題
で
は
な

そ
れ
は
三
面
記
事
的
興
味
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。
た
し
か
に

駒
場
は
知
の
共
同
体
で
は詑ゆ
え
ず
、
ま
た
そ
れ
が
も
と
よ
り
知
の
全
体
主

し
義
の
危
険
を
宿
す
以
上
、
駒
場
は
知
の
共
同
体
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
を
、

ま
ず
確
認
し
よ
う
。

だ
が
こ
の
こ
と
は
裏
返
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
共
同
体
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
自
己
の
使
用
言
語
に
透
明
性

そ
の
外
部
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
の
使
用
言
語
が
相

が
獲
得
さ
れ
る
に
つ
れ
、

対
的
に
不
透
明
と
な
っ
て
行
く
ほ
か
な
い
と
い
う
必
然
を
も
合
意
し
て
い
る
。

つ
ま
り
お
の
お
の
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、外
部
に
対
し
て
過
剰
な
差
異
を
作
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。
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に

h
k必

、

駒
場
は
知
の
共
同
体
で
は
当
り
え
ず
、
ま
た
そ
れ
が
も
と
よ
り
知
の
全
体
主

義
の
危
険
を
宿
す
以
上
、
駒
場
は
知
の
共
同
体
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
を
、

ま
ず
確
認
し
よ
う
。

だ
が
こ
の
こ
と
は
裏
返
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
共
同
体
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
自
己
の
使
用
言
語
に
透
明
性

そ
の
外
部
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
の
使
用
言
語
が
相

が
獲
得
さ
れ
る
に
つ
れ
、

対
的
に
不
透
明
と
な
っ
て
行
く
ほ
か
な
い
と
い
う
必
然
を
も
合
意
し
て
い
る
。

つ
ま
り
お
の
お
の
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、

外
部
に
対
し
て
過
剰
な
差
異
を
作
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り
出
し
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
代
償
と
し
て
、

そ
の
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
の
内
部
で
は
、
自
己
の
外
部
に
徐
々
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
差
異
は
隠

蔽
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、

か
く
し
て
、
自
己
の
つ
く
り
だ
す
差
異
を
自
己
に

対
し
て
隠
蔽
す
る
こ
と
が
、

そ
の
分
野
に
お
け
る
科
学
的
探
求
の
真
理
そ
の

も
の
の
定
義
と
等
値
に
な
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
真
理
と
は
差
異
の
隠
蔽
で

あ
る
と
知
っ
た
う
え
で
、

な
お
か
つ
そ
の
真
理
を
追
う
の
が
「
健
全
」
で
あ

る
と
見
倣
す
の
は
、

他
と
い
う
差
異
を
否
認
す
る
、
不
寛
容
な
価
値
観
と
い

う
ほ
か
な
い
が
、

と
な
る
と
、
今
駒
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
う
し

た
不
寛
容
に
対
す
る
寛
容
さ
を
求
め
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
と
結
論
す
る
他
な
い
。

が
、
こ
れ
は
理
論
的
に
言
っ
て
、
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
真
理
の
探
求
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
の
努
力
と
が
、
こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
背
馳
す
る
以
上
、

「
構
造
」
の
時
代
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
、
と
見
え
る
時
代
遅
れ
の
代
物
だ
か
ら
)
か

ら
派
生
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
こ
こ
い
ら
で
「
当
代
日
東
大
合
気
道
部
」

及
び
「
赤
門
合
気
倶
楽
部
」
を
「
駒
場
西
部
劇
」
の
二
の
舞
に
せ
ぬ
た
め
に

J
~
 

も
、
東
大
駒
場
に
出
府
た
内
部
分
裂
の
顛
末
を
、
ヤ
ボ
を
承
知
で
今
一
度

「
総
括
」
し
て
お
く
頃
合
い
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。

)jく

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
誌
上
に
お
け
る
、
駒
場
西
部
劇
の
打
ち
止
め
と
な

っ
た
記
事
は
周
知
の
よ
う
に
、

昭
和
六
三
年
七
月
一
日
付
け
の
小
出
昭
一
郎

名
誉
教
授
の
一
文
で
あ
り
、
小
生
が
無
作
為
に
何
人
か
大
学
内
外
の
方
々
の

意
見
を
徴
し
て
見
た
限
り
で
は
、

こ
れ
が
最
も
公
平
に
し
て
委
曲
を
尽
く
し

た
正
論
な
い
し
審
判
と
見
な
さ
れ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
小
生
は
と
い
え
ば
、

「
驚
く
べ
き
」
数
と
さ
れ
る
ヘ

N
氏
拒
否

小
出
先
生
が
、
自
ら
「
異
常
」
、

の
投
票
数
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
自
然
科
学
者
の
側
の
心
情
を
代
弁
さ
れ
つ

つ
な
さ
っ
た
理
由
付
け
に
接
し
て
、

は
じ
め
て
小
生
自
身
の
「
良
識
」
が
い

か
に
ひ
と
り
よ
が
り
で
身
勝
手
な
も
の
で
し
か
な
く
、

ま
た
そ
れ
が
、

ど
れ

ほ
ど
自
然
科
学
者
の
考
え
と
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
改
め
て
遅
ま
き

な
が
ら
悟
ら
さ
れ
、
呆
然
と
し
て
、
自
ら
の
不
明
を
恥
じ
た
者
で
あ
る
。
察

す
る
に
駒
場
の
外
国
語
、

人
文
、
社
会
、
自
然
の
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
に
従
事

す
る
教
官
は
、

ほ
と
ん
ど
お
互
い
に
言
葉
が
、

そ
れ
も
専
門
用
語
の
み
な
ら

ず
、
日
常
言
語
に
お
い
て
も
、
こ
と
学
問
論
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
意
思
疎

A
V
、

通
不
可
能
な
状
態
の
ま
ま
で
i
ノ
存
な
い
し
棲
み
分
け
を
演
じ
て
き
た
こ
と
が
、

今
回
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

は
し
な
く
も
明
る
み
に
で
た
か
ら
で
あ

る
。
互
い
に
議
論
が
で
き
る
な
ら
と
も
か
く
、

全
く
議
論
に
も
「
闘
争
」
に

も
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
、
事
態
の
深
刻
さ
を
印
象
付
け
る
。

駒
場
が
「
腐
敗
」
し
て
い
る
か
否
か
は
、
こ
の
際
さ
し
た
る
問
題
で
は
な

・

ー
し
、

そ
れ
は
三
面
記
事
的
一
興
味
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
か
ろ
う
。
た
し
か
に

h
k必

、

駒
場
は
知
の
共
同
体
で
は
当
り
え
ず
、
ま
た
そ
れ
が
も
と
よ
り
知
の
全
体
主

義
の
危
険
を
宿
す
以
上
、
駒
場
は
知
の
共
同
体
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
を
、

ま
ず
確
認
し
よ
う
。

だ
が
こ
の
こ
と
は
裏
返
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
の
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
共
同
体
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
自
己
の
使
用
言
語
に
透
明
性

そ
の
外
部
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
の
使
用
言
語
が
相

が
獲
得
さ
れ
る
に
つ
れ
、

対
的
に
不
透
明
と
な
っ
て
行
く
ほ
か
な
い
と
い
う
必
然
を
も
合
意
し
て
い
る
。

つ
ま
り
お
の
お
の
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、

外
部
に
対
し
て
過
剰
な
差
異
を
作
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り
出
し
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
代
償
と
し
て
、

そ
の
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
の
内
部
で
は
、
自
己
の
外
部
に
徐
々
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
差
異
は
隠

蔽
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、

か
く
し
て
、
自
己
の
つ
く
り
だ
す
差
異
を
自
己
に

対
し
て
隠
蔽
す
る
こ
と
が
、

そ
の
分
野
に
お
け
る
科
学
的
探
求
の
真
理
そ
の

も
の
の
定
義
と
等
値
に
な
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
真
理
と
は
差
異
の
隠
蔽
で

あ
る
と
知
っ
た
う
え
で
、

な
お
か
つ
そ
の
真
理
を
追
う
の
が
「
健
全
」
で
あ

る
と
見
倣
す
の
は
、

他
と
い
う
差
異
を
否
認
す
る
、
不
寛
容
な
価
値
観
と
い

う
ほ
か
な
い
が
、

と
な
る
と
、
今
駒
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

そ
う
し

た
不
寛
容
に
対
す
る
寛
容
さ
を
求
め
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
と
結
論
す
る
他
な
い
。

が
、
こ
れ
は
理
論
的
に
言
っ
て
、
ひ
と
つ
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
真
理
の
探
求
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
の
努
力
と
が
、
こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
背
馳
す
る
以
上
、



駒
場
に
於
け
る
諸
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
存
は
、
真
理
の
追
究
と
は
結
局
両
立

不
可
能
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
暗
憎
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
不
寛
容
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
寛
容

を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
逆
に
そ
れ
に
不
寛
容
で
あ
れ
ば
、そ
の
ま
ま

不
寛
容
を
自
認
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

い
ず
れ
も
自
己
否
定
な
の
で
あ
る
。

理
想
を
い
ま
駒
場
に
求
め
る
こ
と
は
、
駒
場
を
解
体
す
る

べ
で
、
、
;

こ
と
以
外
の
な
に
も

r
卒
、
意
味
し
え
な
L
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
状
は
い
わ

換
言
す
れ
ば
、

ば
、
三
す
く
み
の
状
態
と
い
う
他
な
い
。
自
然
科
学
者
は
、
実
証
な
い
し
反

証
可
能
性
を
基
準
と
す
る
学
聞
の
高
次
の
純
粋
性
を
頼
み
と
し
て
社
会
科
学

の
低
次
性
に
同
情
を
示
し
、
他
方
、
人
文
学
者
の
読
ん
で
も
全
く
分
か
ら
な

い
文
章
に
腹
を
立
て
、
パ
カ
よ
ば
わ
り
さ
れ
て
い
ら
だ
っ
た
あ
ま
り
そ
れ
に

悪
文
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
学
問
の
世
界
か
ら
放
逐
す
る
。
社
会
科
学
者

は
、
そ
の
科
学
性
に
お
い
て
自
然
科
学
に
匹
敵
で
き
ぬ
劣
性
の
埋
め
合
わ
せ

と
し
て
、
人
文
学
者
を
文
人
呼
ば
わ
り
し
て
、
非
専
門
家
と
位
置
付
け
る
こ

と
に
よ
り
、
自
ら
の
科
学
性
の
優
位
を
確
保
す
る
。

人
文
学
者
は
教
養
主
義

者
な
い
し
外
国
語
教
師
と
し
て
、
社
会
科
学
者
か
ら
二
流
専
門
家
扱
い
さ
れ
、

所
詮
脱
落
者
ゆ
え
に
評
論
家
を
気
取
る
の
だ
と
部
捻
さ
れ
る
の
腹
い
せ
に
、

レ
ト
リ
ッ
ク
や
言
葉
の
遊
戯
で
人
を
煙
に
巻
き
、
価
値
の
多
様
性
や
ら
、

の
脱
領
域
性
の
必
要
を
説
き
、
そ
こ
に
あ
る
共
約
不
可
能
性
を
理
解
し
な
い

自
然
科
学
者
を
馬
鹿
呼
ば
わ
り
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
極
端
な
戯
画
で
あ

る
が
、
充
当
し
た
形
容
詞
は
総
て
今
回
の
一
連
の
発
言
か
ら
引
用
し
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
大
学
の
先
生
が
こ
と
自
分
の
専
門
と
な
る
と
い
か
に
偏
狭

な
自
己
利
益
の
代
弁
者
と
な
る
か
、
樗
然
と
す
る
が
、こ
れ
い
さ
さ
か
も
人

ご
と
で
は
な
い
。

今
す
こ
し
考
え
を
す
す
め
れ
ば
、
自
然
科
学
者
は
自
己
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
確
立
に
お
い
て
、
学
際
の
可
能
性
を
否
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
、
外

部
の
学
問
が
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ

1

シ
ョ

ン
の
必
要
を
説
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
議
論
は
、
自
己
の
奉
ず
る
「
真
理
」
を

核
と
し
た
自
己
正
当
化
の
循
環
論
法
に
陥
り
か
ね
な
い
し
、そ
れ
と
は
倒
立

し
た
ほ
と
ん
ど
戯
画
的
な
情
況
は
、
社
会
科
学
系
が
ク
ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
を

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
隣
接
領
域
を
締
め
出
し
て
、
閉
鎖
的
集

説
き
な
が
ら
、

団
を
構
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
経
緯
に
、
は
し
な
く
も
露
呈
し
て

い
る
。
ま
た
人
文
学
が
看
板
と
す
る
、お
互
い
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
約
不

可
能
性
に
理
解
を
示
す
寛
容
さ
は
、
共
約
可
能
性
の
貫
徹
に
学
の
根
拠
を
据

え
る
、
不
寛
容
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
自
己
の
存
在
の

根
拠
を
否
定
し
か
ね
ぬ
、
不
寛
容
な
態
度
と
し
て
把
握
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
逆
転
、
こ
の
悪
循
環
ゆ
え
に
、
共
通
の
議
論
の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
そ

の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
件
の
「
寛
容
さ
」
に
は
、

こ
う
し
た
「
共
通
の
土
俵
」
の
設
定
可
能
性
そ
の
も
の
に
、一種
の
普
遍
主

知

義
へ
の
危
険
を
臭
ぎ
つ
け
て
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
、
厄
介
な

事
情
が
あ
っ
て
、

「
不
寛
容
」
な
土
俵
へ
は
昇
れ
な
い
と
い
う
「
不
寛
容
」

さ
を
体
現
せ
ざ
る
を
得
ぬ
デ
ィ
レ
ン
マ
に
落
ち
込
む
。
自
然
、
社
会
、

人
文

と
い
う
三
分
野
に
限
っ
て
鳥
敵
し
た
だ
け
で
も
、
こ
の
よ
う
に
各
々
の
デ
ィ

-32-

駒
場
に
於
け
る
諸
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
存
は
、
真
理
の
追
究
と
は
結
局
両
立

不
可
能
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
暗
櫓
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
不
寛
容
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
不
寛
容

を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
逆
に
そ
れ
に
不
寛
容
で
あ
れ
ば
、

そ
の
ま
ま

不
寛
容
を
自
認
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

い
ず
れ
も
自
己
否
定
な
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
理
想
を
い
ま
駒
場
に
求
め
る
こ
と
は
、
駒
場
を
解
体
す
る

ぺい¥

‘、。

こ
と
以
外
の
な
に
も
の
)
を
意
味
し
え
な
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
状
は
い
わ

ば
、
三
す
く
み
の
状
態
と
い
う
他
な
い
。
自
然
科
学
者
は
、
実
証
な
い
し
反

証
可
能
性
を
基
準
と
す
る
学
聞
の
高
次
の
純
粋
性
を
頼
み
と
し
て
社
会
科
学

の
低
次
性
に
同
情
を
示
し
、
他
方
、

人
文
学
者
の
読
ん
で
も
全
く
分
か
ら
な

い
文
章
に
腹
を
立
て
、

パ
カ
よ
ば
わ
り
さ
れ
て
い
ら
だ
っ
た
あ
ま
り
そ
れ
に

悪
文
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
学
聞
の
世
界
か
ら
放
逐
す
る
。
社
会
科
学
者

は
、
そ
の
科
学
性
に
お
い
て
自
然
科
学
に
匹
敵
で
き
ぬ
劣
性
の
埋
め
合
わ
せ

と
し
て
、

人
文
学
者
を
文
人
呼
ば
わ
り
し
て
、
非
専
門
家
と
位
置
付
け
る
こ

と
に
よ
り
、
自
ら
の
科
学
性
の
優
位
を
確
保
す
る
。

人
文
学
者
は
教
養
主
義

者
な
い
し
外
国
語
教
師
と
し
て
、
社
会
科
学
者
か
ら
二
流
専
門
家
扱
い
さ
れ
、

所
詮
脱
落
者
ゆ
え
に
評
論
家
を
気
取
る
の
だ
と
部
撤
さ
れ
る
の
腹
い
せ
に
、

レ
ト
リ
ッ
ク
や
言
葉
の
遊
戯
で
人
を
煙
に
巻
き
、
価
値
の
多
様
性
や
ら
、

の
脱
領
域
性
の
必
要
を
説
き
、

そ
こ
に
あ
る
共
約
不
可
能
性
を
理
解
し
な
い

自
然
科
学
者
を
馬
鹿
呼
ば
わ
り
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
極
端
な
戯
画
で
あ

る
が
、
充
当
し
た
形
容
詞
は
総
て
今
回
の
一
連
の
発
言
か
ら
引
用
し
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
大
学
の
先
生
が
こ
と
自
分
の
専
門
と
な
る
と
い
か
に
偏
狭

な
自
己
利
益
の
代
弁
者
と
な
る
か
、
樗
然
と
す
る
が
、

こ
れ
い
さ
さ
か
も
人

ご
と
で
は
な
い
。

今
す
こ
し
考
え
を
す
す
め
れ
ば
、
自
然
科
学
者
は
自
己
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
確
立
に
お
い
て
、
学
際
の
可
能
性
を
否
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
、
外

部
の
学
問
が
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
I
シ
ョ

ン
の
必
要
を
説
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
議
論
は
、
自
己
の
奉
ず
る
「
真
理
」
を

核
と
し
た
自
己
正
当
化
の
循
環
論
法
に
陥
り
か
ね
な
い
し
、

そ
れ
と
は
倒
立

し
た
ほ
と
ん
ど
戯
画
的
な
情
況
は
、
社
会
科
学
系
が
ク
ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
を

説
き
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
隣
接
領
域
を
締
め
出
し
て
、
閉
鎖
的
集

団
を
構
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
経
緯
に
、

は
し
な
く
も
露
呈
し
て

い
る
。
ま
た
人
文
学
が
看
板
と
す
る
、

お
互
い
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
約
不

可
能
性
に
理
解
を
示
す
寛
容
さ
は
、
共
約
可
能
性
の
貫
徹
に
学
の
根
拠
を
据

え
る
、
不
寛
容
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
と
っ
て
は
、

か
え
っ
て
自
己
の
存
在
の

根
拠
を
否
定
し
か
ね
ぬ
、
不
寛
容
な
態
度
と
し
て
把
握
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
逆
転
、
こ
の
悪
循
環
ゆ
え
に
、
共
通
の
議
論
の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
そ

の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
件
の
「
寛
容
さ
」
に
は
、

こ
う
し
た
「
共
通
の
土
俵
」
の
設
定
可
能
性
そ
の
も
の
に
、

一
種
の
普
遍
主

知

義
へ
の
危
険
を
臭
ぎ
つ
け
て
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
、
厄
介
な

事
情
が
あ
っ
て
、

「
不
寛
容
」
な
土
俵
へ
は
昇
れ
な
い
と
い
う
「
不
寛
容
」

さ
を
体
現
せ
ざ
る
を
得
ぬ
デ
ィ
レ
ン
マ
に
落
ち
込
む
。
自
然
、
社
会
、

人
文

と
い
う
三
分
野
に
限
っ
て
鳥
敵
し
た
だ
け
で
も
、

こ
の
よ
う
に
各
々
の
デ
ィ
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駒
場
に
於
け
る
諸
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
存
は
、
真
理
の
追
究
と
は
結
局
両
立

不
可
能
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
暗
櫓
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
不
寛
容
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
不
寛
容

を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
逆
に
そ
れ
に
不
寛
容
で
あ
れ
ば
、

そ
の
ま
ま

不
寛
容
を
自
認
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、

い
ず
れ
も
自
己
否
定
な
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
理
想
を
い
ま
駒
場
に
求
め
る
こ
と
は
、
駒
場
を
解
体
す
る

ぺい¥

‘、。

こ
と
以
外
の
な
に
も
の
)
を
意
味
し
え
な
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
状
は
い
わ

ば
、
三
す
く
み
の
状
態
と
い
う
他
な
い
。
自
然
科
学
者
は
、
実
証
な
い
し
反

証
可
能
性
を
基
準
と
す
る
学
聞
の
高
次
の
純
粋
性
を
頼
み
と
し
て
社
会
科
学

の
低
次
性
に
同
情
を
示
し
、
他
方
、

人
文
学
者
の
読
ん
で
も
全
く
分
か
ら
な

い
文
章
に
腹
を
立
て
、

パ
カ
よ
ば
わ
り
さ
れ
て
い
ら
だ
っ
た
あ
ま
り
そ
れ
に

悪
文
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
学
聞
の
世
界
か
ら
放
逐
す
る
。
社
会
科
学
者

は
、
そ
の
科
学
性
に
お
い
て
自
然
科
学
に
匹
敵
で
き
ぬ
劣
性
の
埋
め
合
わ
せ

と
し
て
、

人
文
学
者
を
文
人
呼
ば
わ
り
し
て
、
非
専
門
家
と
位
置
付
け
る
こ

と
に
よ
り
、
自
ら
の
科
学
性
の
優
位
を
確
保
す
る
。

人
文
学
者
は
教
養
主
義

者
な
い
し
外
国
語
教
師
と
し
て
、
社
会
科
学
者
か
ら
二
流
専
門
家
扱
い
さ
れ
、

所
詮
脱
落
者
ゆ
え
に
評
論
家
を
気
取
る
の
だ
と
部
撤
さ
れ
る
の
腹
い
せ
に
、

レ
ト
リ
ッ
ク
や
言
葉
の
遊
戯
で
人
を
煙
に
巻
き
、
価
値
の
多
様
性
や
ら
、

の
脱
領
域
性
の
必
要
を
説
き
、

そ
こ
に
あ
る
共
約
不
可
能
性
を
理
解
し
な
い

自
然
科
学
者
を
馬
鹿
呼
ば
わ
り
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
極
端
な
戯
画
で
あ

る
が
、
充
当
し
た
形
容
詞
は
総
て
今
回
の
一
連
の
発
言
か
ら
引
用
し
た
も
の

ば
か
り
で
あ
る
。
大
学
の
先
生
が
こ
と
自
分
の
専
門
と
な
る
と
い
か
に
偏
狭

な
自
己
利
益
の
代
弁
者
と
な
る
か
、
樗
然
と
す
る
が
、

こ
れ
い
さ
さ
か
も
人

ご
と
で
は
な
い
。

今
す
こ
し
考
え
を
す
す
め
れ
ば
、
自
然
科
学
者
は
自
己
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン

の
確
立
に
お
い
て
、
学
際
の
可
能
性
を
否
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
、
外

部
の
学
問
が
意
味
不
明
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
ず
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
I
シ
ョ

ン
の
必
要
を
説
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
議
論
は
、
自
己
の
奉
ず
る
「
真
理
」
を

核
と
し
た
自
己
正
当
化
の
循
環
論
法
に
陥
り
か
ね
な
い
し
、

そ
れ
と
は
倒
立

し
た
ほ
と
ん
ど
戯
画
的
な
情
況
は
、
社
会
科
学
系
が
ク
ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
を

説
き
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
隣
接
領
域
を
締
め
出
し
て
、
閉
鎖
的
集

団
を
構
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
皮
肉
な
経
緯
に
、

は
し
な
く
も
露
呈
し
て

い
る
。
ま
た
人
文
学
が
看
板
と
す
る
、

お
互
い
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
共
約
不

可
能
性
に
理
解
を
示
す
寛
容
さ
は
、
共
約
可
能
性
の
貫
徹
に
学
の
根
拠
を
据

え
る
、
不
寛
容
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
と
っ
て
は
、

か
え
っ
て
自
己
の
存
在
の

根
拠
を
否
定
し
か
ね
ぬ
、
不
寛
容
な
態
度
と
し
て
把
握
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
逆
転
、
こ
の
悪
循
環
ゆ
え
に
、
共
通
の
議
論
の
土
俵
を
設
定
す
る
こ
と
そ

の
も
の
が
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
件
の
「
寛
容
さ
」
に
は
、

こ
う
し
た
「
共
通
の
土
俵
」
の
設
定
可
能
性
そ
の
も
の
に
、

一
種
の
普
遍
主

知

義
へ
の
危
険
を
臭
ぎ
つ
け
て
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
、
厄
介
な

事
情
が
あ
っ
て
、

「
不
寛
容
」
な
土
俵
へ
は
昇
れ
な
い
と
い
う
「
不
寛
容
」

さ
を
体
現
せ
ざ
る
を
得
ぬ
デ
ィ
レ
ン
マ
に
落
ち
込
む
。
自
然
、
社
会
、

人
文

と
い
う
三
分
野
に
限
っ
て
鳥
敵
し
た
だ
け
で
も
、

こ
の
よ
う
に
各
々
の
デ
ィ
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シ
プ
リ
ン
が
他
の
否
定
を
契
機
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
九
こ
の
三

つ
巴
の
相
互
依
存
な
い
し
相
互
反
発
に
は
、
安
定
し
た
静
止
平
衡
状
態
は
有

り
得
な
い
。

こ
れ
は
一
面
で
「
常
に
揺
れ
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
と
し
て
の
長
所
を

持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
逆
に
そ
の
不
安
定
さ
に
起
因
す
る
閉
塞
情
況
の
端

的
に
現
れ
る
の
が
、

た
と
え
ば
学
問
業
績
の
認
定
で
あ
る
。
小
出
氏
の
文
章

に
「
輝
か
し
い
学
問
的
業
績
」
と
い
っ
た
言
葉
が
臆
面
も
な
く
登
場
し
て
い

る
の
を
、
例
え
ば
村
上
陽
一
郎
氏
の
「
業
績
と
い
う
厭
な
言
葉
」
と
い
っ
た

生
理
的
反
応
と
比
べ
た
だ
け
で
、
事
の
次
第
も
お
お
よ
そ
っ
か
め
よ
う
と
い

う
も
の
だ
。

レ
フ
ェ
リ
ー
の
い
な
い
雑
誌
に
乗
っ
た
論
文
な
ど
業
績
と
は
言

え
な
い
と
い
う
、
自
然
科
学
者
の
意
見
は
、
ほ
ぼ
「
業
績
」
と
い
う
言
葉
の

定
義
に
等
し
い
と
み
て
良
か
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
的
営
為
へ
の
参

画
を
潔
し
と
せ
ぬ
態
度
の
強
度
と
、
学
問
性
の
強
度
と
が
反
比
例
す
る
の
が
、

自
然
科
学
の
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
相
関
が
比
例
す
る
と
は
い
え
ぬ

ま
で
も
、

一
律
に
は
決
定
出
来
な
い
状
態
を
こ
そ
健
全
と
認
識
す
る
の
が
、

人
文
学
の
領
域
か
も
し
れ
な
い
。

い
き
お
い
そ
う
し
た
諸
領
域
で
の
学
問
成

果
を
評
定
す
る
共
通
の
尺
度
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
敢
え
て
外
国

語
教
師
の
l

測
定
可
能
な
l

外
国
語
能
力
を
、
学
的
能
力
の
判
定
基
準
に
当

て
は
め
れ
ば
、
通
訳
養
成
学
校
的
な
発
想
が
支
配
的
に
な
る
の
は
、
成
り
行

き
上
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
俄
然
、
社
会
科
学
系
統
の
学
者
か
ら
、
効
率

主
義
的
な
い
し
経
営
者
的
発
想
の
評
定
が
介
入
す
る
こ
と
と
な
る
。

所
詮

「
娯
楽
」
を
事
と
す
る
人
文
学
者
が
、
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
「
論
文
」
を

何
本
生
産
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
「
小
説
」
と
た
い
し
て
変
わ
ら
な
い

「
意
味
の
な
い
言
葉
の
遊
戯
」
に
過
ぎ
ま
い
し
、遊
戯
に
奉
仕
す
る
言
語
使

用
な
ど
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
至
上
主
義
者
た
る
社
会
科
学
者
た
ち
の
目

か
ら
見
て
、
も
と
よ
り
落
第
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
攻
撃
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
人
文
学
者
が
切
り
出
す
の
が
、
反

効
率
主
義
的
な
教
養
観
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
の
求
め
る
共
通
言
語
な
い
し
、

社
会
科
学
者
が
開
発
す
る
外
交
交
渉
な
い
し
実
務
交
渉
に
お
け
る
取
り
決
め

と
し
て
の
流
通
言
語
が
、
ひ
た
す
ら
媒
体
の
透
明
性
に
目
標
を
定
め
る
の
に

対
し
て
、

「
文
人
」
側
は
反
対
に
、
交
換
の
円
滑
さ
を
追
及
し
た
の
で
は
除

外
さ
れ
、
等
閑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
残
浮
の
落
ち
葉
拾
い
に
こ
そ
学
問
の
奥

義
あ
り
と
す
る
。
翻
訳
可
能
性
よ
り
も
む
し
ろ
翻
訳
不
可
能
な
と
こ
ろ
に
注

も
と
よ
り
進
歩
と
事
業
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
倒
錯
と
名
付

け
ら
れ
る
ほ
か
な
い
こ
の
役
た
た
ず
の
営
み
は
、
実
世
界
に
放
っ
て
し
ま
っ

目
す
る
と
い
う
、

て
は
死
滅
す
る
の
ほ
か
な
か
ろ
う
か
ら
こ
そ
、
学
問
と
し
て
大
学
の
内
部
で

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

「
国
語
」
に
よ
る
言
語
統
一
と
支

配
拡
大
と
い
っ
た
言
語
帝
国
主
義
、
知
的
選
良
に
よ
る
知
的
選
良
の
拡
大
再

生
産
を
図
る
と
い
う
差
別
思
想
と
は
逆
に
、
悪
文
し
か
書
け
な
い
愚
昧
の
徒

を
飼
い
殺
し
に
す
る
余
裕
を
も
っ
て
こ
そ
、
文
化
は
そ
の
真
の
豊
か
さ
を
開

示
す
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
こ
と
こ
こ
に
至
れ
ば
、
教
養
な
る
も
の
の
再
定

義
が
問
題
と
な
ろ
う
。

中
小

教
養
な
る
言
葉
に
つ
い
て
、
今
回
の
論
争
を
通
じ
て
最
も
体
系
的
な
省
察
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シ
プ
リ
ン
が
他
の
否
定
を
契
機
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
三

つ
巴
の
相
互
依
存
な
い
し
相
互
反
発
に
は
、
安
定
し
た
静
止
平
衡
状
態
は
有

り
得
な
い
。

こ
れ
は
一
面
で
「
常
に
揺
れ
動
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
と
し
て
の
長
所
を

持
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、

逆
に
そ
の
不
安
定
さ
に
起
因
す
る
閉
塞
情
況
の
端

的
に
現
れ
る
の
が
、

た
と
え
ば
学
問
業
績
の
認
定
で
あ
る
。
小
出
氏
の
文
章

に
「
輝
か
し
い
学
問
的
業
績
」
と
い
っ
た
言
葉
が
臆
面
も
な
く
登
場
し
て
い

る
の
を
、
例
え
ば
村
上
陽
一
郎
氏
の
「
業
績
と
い
う
厭
な
言
葉
」
と
い
っ
た

生
理
的
反
応
と
比
べ
た
だ
け
で
、
事
の
次
第
も
お
お
よ
そ
っ
か
め
よ
う
と
い

う
も
の
だ
。

レ
フ
ェ
リ
ー
の
い
な
い
雑
誌
に
乗
っ
た
論
文
な
ど
業
績
と
は
言

え
な
い
と
い
う
、
自
然
科
学
者
の
意
見
は
、

ほ
ぽ
「
業
績
」
と
い
う
言
葉
の

定
義
に
等
し
い
と
み
て
良
か
ろ
う
が
、

そ
の
よ
う
な
共
同
体
的
営
為
へ
の
参

画
を
潔
し
と
せ
ぬ
態
度
の
強
度
と
、
学
問
性
の
強
度
と
が
反
比
例
す
る
の
が
、

自
然
科
学
の
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
相
関
が
比
例
す
る
と
は
い
え
ぬ

ま
で
も
、

一
律
に
は
決
定
出
来
な
い
状
態
を
こ
そ
健
全
と
認
識
す
る
の
が
、

人
文
学
の
領
域
か
も
し
れ
な
い
。

い
き
お
い
そ
う
し
た
諸
領
域
で
の
学
問
成

果
を
評
定
す
る
共
通
の
尺
度
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
敢
え
て
外
国

語
教
師
の
1

測
定
可
能
な

l
外
国
語
能
力
を
、
学
的
能
力
の
判
定
基
準
に
当

て
は
め
れ
ば
、

通
訳
養
成
学
校
的
な
発
想
が
支
配
的
に
な
る
の
は
、
成
り
行

き
上
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
俄
然
、
社
会
科
学
系
統
の
学
者
か
ら
、
効
率

主
義
的
な
い
し
経
営
者
的
発
想
の
評
定
が
介
入
す
る
こ
と
と
な
る
。

所
詮

「
娯
楽
」
を
事
と
す
る
人
文
学
者
が
、
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
「
論
文
」
を

何
本
生
産
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
「
小
説
」
と
た
い
し
て
変
わ
ら
な
い

「
意
味
の
な
い
言
葉
の
遊
戯
」
に
過
ぎ
ま
い
し
、

遊
戯
に
奉
仕
す
る
言
語
使

用
な
ど
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
至
上
主
義
者
た
る
社
会
科
学
者
た
ち
の
目

か
ら
見
て
、
も
と
よ
り
落
第
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
攻
撃
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
人
文
学
者
が
切
り
出
す
の
が
、

反

効
率
主
義
的
な
教
養
観
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
の
求
め
る
共
通
言
語
な
い
し
、

社
会
科
学
者
が
開
発
す
る
外
交
交
渉
な
い
し
実
務
交
渉
に
お
け
る
取
り
決
め

と
し
て
の
流
通
言
語
が
、

ひ
た
す
ら
媒
体
の
透
明
性
に
目
標
を
定
め
る
の
に

対
し
て
、

「
文
人
L

側
は
反
対
に
、
交
換
の
円
滑
さ
を
追
及
し
た
の
で
は
除

外
さ
れ
、
等
閑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
残
津
の
落
ち
葉
拾
い
に
こ
そ
学
聞
の
奥

義
あ
り
と
す
る
。
翻
訳
可
能
性
よ
り
も
む
し
ろ
翻
訳
不
可
能
な
と
こ
ろ
に
注

目
す
る
と
い
う
、
も
と
よ
り
進
歩
と
事
業
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
倒
錯
と
名
付

け
ら
れ
る
ほ
か
な
い
こ
の
役
た
た
ず
の
営
み
は
、
実
世
界
に
放
っ
て
し
ま
っ

て
は
死
滅
す
る
の
ほ
か
な
か
ろ
う
か
ら
こ
そ
、
学
問
と
し
て
大
学
の
内
部
で

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

「
国
語
」
に
よ
る
言
語
統
一
と
支

配
拡
大
と
い
っ
た
言
語
帝
国
主
義
、
知
的
選
良
に
よ
る
知
的
選
良
の
拡
大
再

生
産
を
図
る
と
い
う
差
別
思
想
と
は
逆
に
、
悪
文
し
か
書
け
な
い
愚
昧
の
徒

を
飼
い
殺
し
に
す
る
余
裕
を
も
っ
て
こ
そ
、
文
化
は
そ
の
真
の
豊
か
さ
を
開

示
す
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
こ
と
こ
こ
に
至
れ
ば
、
教
養
な
る
も
の
の
再
定

義
が
問
題
と
な
ろ
う
。

中
小

教
養
な
る
言
葉
に
つ
い
て
、
今
回
の
論
争
を
通
じ
て
最
も
体
系
的
な
省
察
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シ
プ
リ
ン
が
他
の
否
定
を
契
機
と
し
て
成
立
し
て
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る
の
だ
か
ら
、
こ
の
三

つ
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の
相
互
依
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な
い
し
相
互
反
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に
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、
安
定
し
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静
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平
衡
状
態
は
有

り
得
な
い
。

こ
れ
は
一
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ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
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逆
に
そ
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不
安
定
さ
に
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端
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問
業
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認
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。
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文
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績
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っ
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葉
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い
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を
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え
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績
と
い
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厭
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言
葉
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い
っ
た
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比
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、
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よ
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。

レ
フ
ェ
リ
ー
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い
雑
誌
に
乗
っ
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論
文
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ど
業
績
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は
言
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と
い
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、
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ぽ
「
業
績
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い
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言
葉
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定
義
に
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、

そ
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潔
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反
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す
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然
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あ
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ら
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の
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例
す
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な
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系
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的
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介
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「
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楽
」
を
事
と
す
る
人
文
学
者
が
、
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
「
論
文
」
を

何
本
生
産
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
「
小
説
」
と
た
い
し
て
変
わ
ら
な
い

「
意
味
の
な
い
言
葉
の
遊
戯
」
に
過
ぎ
ま
い
し
、

遊
戯
に
奉
仕
す
る
言
語
使

用
な
ど
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
至
上
主
義
者
た
る
社
会
科
学
者
た
ち
の
目

か
ら
見
て
、
も
と
よ
り
落
第
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
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こ
の
攻
撃
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
人
文
学
者
が
切
り
出
す
の
が
、

反

効
率
主
義
的
な
教
養
観
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
の
求
め
る
共
通
言
語
な
い
し
、

社
会
科
学
者
が
開
発
す
る
外
交
交
渉
な
い
し
実
務
交
渉
に
お
け
る
取
り
決
め

と
し
て
の
流
通
言
語
が
、

ひ
た
す
ら
媒
体
の
透
明
性
に
目
標
を
定
め
る
の
に

対
し
て
、

「
文
人
L

側
は
反
対
に
、
交
換
の
円
滑
さ
を
追
及
し
た
の
で
は
除

外
さ
れ
、
等
閑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
残
津
の
落
ち
葉
拾
い
に
こ
そ
学
聞
の
奥

義
あ
り
と
す
る
。
翻
訳
可
能
性
よ
り
も
む
し
ろ
翻
訳
不
可
能
な
と
こ
ろ
に
注

目
す
る
と
い
う
、
も
と
よ
り
進
歩
と
事
業
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
倒
錯
と
名
付

け
ら
れ
る
ほ
か
な
い
こ
の
役
た
た
ず
の
営
み
は
、
実
世
界
に
放
っ
て
し
ま
っ

て
は
死
滅
す
る
の
ほ
か
な
か
ろ
う
か
ら
こ
そ
、
学
問
と
し
て
大
学
の
内
部
で

保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

「
国
語
」
に
よ
る
言
語
統
一
と
支

配
拡
大
と
い
っ
た
言
語
帝
国
主
義
、
知
的
選
良
に
よ
る
知
的
選
良
の
拡
大
再

生
産
を
図
る
と
い
う
差
別
思
想
と
は
逆
に
、
悪
文
し
か
書
け
な
い
愚
昧
の
徒

を
飼
い
殺
し
に
す
る
余
裕
を
も
っ
て
こ
そ
、
文
化
は
そ
の
真
の
豊
か
さ
を
開

示
す
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
こ
と
こ
こ
に
至
れ
ば
、
教
養
な
る
も
の
の
再
定

義
が
問
題
と
な
ろ
う
。

中
小

教
養
な
る
言
葉
に
つ
い
て
、
今
回
の
論
争
を
通
じ
て
最
も
体
系
的
な
省
察
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を
展
開
し
た
の
は
、
村
上
泰
亮
元
教
授
の
「
大
学
と
い
う
神
聖
喜
劇
」
(
『
中

・
央
公
論
』
昭
和
六
三
年
七
月
号
)
で
あ
ろ
う
。
そ
の
綿
密
な
分
析
を
単
純
化

す
る
こ
と
を
お
許
し
戴
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
大
学
で
の
自
由

七
科
と
い
う
人
文
学
を
中
核
と
す
る
エ
リ
ー
ト
養
成
の
教
養
理
念
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
型
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
に
重
点
を
置
く
、
専
門
個
別
科
学
の

さ
ら
に
日
本
の
旧
帝
大
に
お
け
る
、
法
学
部
を

中
心
に
据
え
る
官
吏
養
成
学
校
的
な
発
想
に
よ
る
実
学
的
教
養
理
念
の
三
区

基
礎
と
し
て
の
教
養
理
念
、

分
が
あ
り
、
つ
い
で
、
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
変
遷
を
い
ま
す
こ
し
詳
細
に

見
れ
ば
、
明
治
の
官
吏
養
成
学
校
的
、
専
門
エ
リ
ー
ト
実
学
教
養
の
う
え
に
、

大
正
の
疑
似
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
教
養
主
義
の
精
神
主
義

H

反
専
門
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
ト
傾
向
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
つ
い
で
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
式
教
育
理
念
の

導
入
と
大
学
の
大
衆
化
に
伴
う
、
専
門
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
養
成
の
前
提
と
し

て
の
一
般
基
礎
教
育
制
度
の
発
展
が
見
ら
れ
、そ
も
そ
も
原
理
的
に
必
ず
し

も
互
い
に
両
立
し
な
い
こ
れ
ら
の
理
念
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
、
時
と
場
合
に

応
じ
て
強
調
さ
れ
、
決
定
的
な
対
決
を
経
な
い
ま
ま
、
暖
昧
な
共
存
を
保
つ

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
見
取
り
図
に
な
る
。

大
筋
と
し
て
容
認
さ
れ
る
こ
の
図
式
で
は
あ
る
が
、
た
だ
一
点
、
大
正
教

養
主
義
的
傾
向
の
存
続
に
対
す
る
著
者
の
価
値
判
断
は
、
今
一
つ
明
確
さ
に

欠
け
る
恨
み
な
し
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
小
生
の
接
し
た
限
り
で

の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
た
ち
の
反
応
で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
駒
場

を
は
じ
め
と
す
る
教
養
過
程
の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
の
「
大
部
分
は
専
門

主
義
集
団
で
は
な
く
、

一
種
の
遊
民
で
あ
り
文
人
で
あ
る
」
と
の
規
定
(
七

七
頁
)
が
さ
れ
て
い
る
。

「
文
人
」
を
気
取
り
、
「
遊
民
」
を
誇
る
の
は
、

実
は
、
本
郷
文
学
部
に
代
表
さ
れ
る
専
門
主
義
に
対
す
る
「
語
学
教
師
」
の

引
け
目
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
「
二
流
専
門
家
集
団
」
で
し
か
な
い
と
い
う
劣

等
感
を
糊
塗
す
る
お
題
目
と
し
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
の
が
、
大
正
教
養
主
義
的

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
亡
霊
で
あ
る
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
文
人
」

と
い
う
「
非
専
門
家
集
団
」
ま
で
「
東
大
」
の
権
威
を
傘
に
借
り
、
「
東
大

教
授
」
面
を
す
る
の
は
、
事
大
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
志
、
い
さ
さ
か
不
純

で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
す
る
の
が
、
大
略
、
著
者
の
論
法
の
骨
子
と
み
て
よ

か
ろ
う
。

こ
の
論
法
に
す
ぐ
さ
ま
見
い
だ
さ
れ
る
短
絡
は
ふ
た
つ
あ
る
が
、
ま
ず
第

一
は

そ
も
そ
も
「
専
門
家
」
な
ら
ざ
る
も
の
は
「
東
大
教
授
」
と
し
て
の

資
格
に
合
致
し
な
い
と
す
る
、
い
さ
さ
か
一
方
的
な
定
義
、な
い
し
決
め
付

け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
著
者
の
立
論
が
一
種
の
循
環
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
と

は
「
喜
ぶ
人
」
で
あ
り
、

い
う
語
源
に
遡
っ
て
、
教
養
学
部
の
独
自
な
理
念
と
存
在
価
値
と
を
擁
護
す

「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
は
「
愛
す
る
人
」
で
あ
る
と

る
立
場
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
教
養
学
部
に
お

け
る
一
般
教
育
は
、
専
門
教
育
の
た
だ
単
な
る
下
請
け
と
し
て
の
消
極
的
な

意
義
し
か
担
い
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
演
緯
さ
れ
る
の
が
、
い
さ
さ
か
自
潮
気

味
な
い
し
曙
虐
的
な
表
現
を
敢
え
て
使
え
ば
、

む
し
ろ
役
た
た
ず
の
「
文
人
」

と
い
う
珍
獣
が
生
息
す
る
人
間
動
物
園
の
内
状
を
一
生
の
う
ち
、
二
年
間
ほ

ど
は
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、
そ
の
中
に
入
っ
て
模
倣
し
て
み
る
の
も
、

人
生
経
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を
展
開
し
た
の
は
、
村
上
泰
亮
元
教
授
の
「
大
学
と
い
う
神
聖
喜
劇
」
(
『
中

・
央
公
論
』
昭
和
六
三
年
七
月
号
)
で
あ
ろ
う
。
そ
の
綿
密
な
分
析
を
単
純
化

す
る
こ
と
を
お
許
し
戴
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
大
学
で
の
自
由

七
科
と
い
う
人
文
学
を
中
核
と
す
る
エ
リ
ー
ト
養
成
の
教
養
理
念
、

ア
メ
リ

カ
合
衆
国
型
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
に
重
点
を
置
く
、
専
門
個
別
科
学
の

さ
ら
に
日
本
の
旧
帝
大
に
お
け
る
、
法
学
部
を

中
心
に
据
え
る
官
吏
養
成
学
校
的
な
発
想
に
よ
る
実
学
的
教
養
理
念
の
三
区

基
礎
と
し
て
の
教
養
理
念
、

分
が
あ
り
、

つ
い
で
、

日
本
に
お
け
る
歴
史
的
変
遷
を
い
ま
す
こ
し
詳
細
に

見
れ
ば
、
明
治
の
官
吏
養
成
学
校
的
、
専
門
エ
リ
ー
ト
実
学
教
養
の
う
え
に
、

大
正
の
疑
似
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
教
養
主
義
の
精
神
主
義
H

反
専
門
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
ト
傾
向
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、

つ
い
で
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
式
教
育
理
念
の

導
入
と
大
学
の
大
衆
化
に
伴
う
、
専
門
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
養
成
の
前
提
と
し

て
の
一
般
基
礎
教
育
制
度
の
発
展
が
見
ら
れ
、

そ
も
そ
も
原
理
的
に
必
ず
し

も
互
い
に
両
立
し
な
い
こ
れ
ら
の
理
念
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
、
時
と
場
合
に

応
じ
て
強
調
さ
れ
、
決
定
的
な
対
決
を
経
な
い
ま
ま
、
暖
昧
な
共
存
を
保
つ

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
、

と
い
っ
た
見
取
り
図
に
な
る
。

大
筋
と
し
て
容
認
さ
れ
る
こ
の
図
式
で
は
あ
る
が
、

た
だ
一
点
、
大
正
教

養
主
義
的
傾
向
の
存
続
に
対
す
る
著
者
の
価
値
判
断
は
、
今
一
つ
明
確
さ
に

欠
け
る
恨
み
な
し
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
小
生
の
接
し
た
限
り
で

の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
た
ち
の
反
応
で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
駒
場

を
は
じ
め
と
す
る
教
養
過
程
の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
の
「
大
部
分
は
専
門

主
義
集
団
で
は
な
く
、

一
種
の
遊
民
で
あ
り
文
人
で
あ
る
」
と
の
規
定
(
七

七
頁
〉
が
さ
れ
て
い
る
。

「
文
人
」
を
気
取
り
、

「
遊
民
」
を
誇
る
の
は
、

実
は
、
本
郷
文
学
部
に
代
表
さ
れ
る
専
門
主
義
に
対
す
る
「
語
学
教
師
」
の

引
け
目
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
「
二
流
専
門
家
集
団
」
で
し
か
な
い
と
い
う
劣

等
感
を
糊
塗
す
る
お
題
目
と
し
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
の
が
、
大
正
教
養
主
義
的

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
亡
霊
で
あ
る
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
文
人
」

と
い
う
「
非
専
門
家
集
団
」
ま
で
「
東
大
」
の
権
威
を
傘
に
借
り
、

「
東
大

教
授
」
面
を
す
る
の
は
、
事
大
主
義
で
あ
っ
て
、

そ
の
士
山
、

い
さ
さ
か
不
純

で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
す
る
の
が
、
大
略
、
著
者
の
論
法
の
骨
子
と
み
て
よ

か
ろ
う
。

こ
の
論
法
に
す
ぐ
さ
ま
見
い
だ
さ
れ
る
短
絡
は
ふ
た
つ
あ
る
が
、

ま
ず
第

一
は
、

4
 

no 

そ
も
そ
も
「
専
門
家
」
な
ら
ざ
る
も
の
は
「
東
大
教
授
」
と
し
て
の

資
格
に
合
致
し
な
い
と
す
る
、

い
さ
さ
か
一
方
的
な
定
義
、

な
い
し
決
め
付

け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
著
者
の
立
論
が
一
種
の
循
環
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
と

は
「
喜
ぶ
人
」
で
あ
り
、

い
う
語
源
に
遡
っ
て
、
教
養
学
部
の
独
自
な
理
念
と
存
在
価
値
と
を
擁
護
す

「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
は
「
愛
す
る
人
」
で
あ
る
と

る
立
場
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
教
養
学
部
に
お

け
る
一
般
教
育
は
、
専
門
教
育
の
た
だ
単
な
る
下
請
け
と
し
て
の
消
極
的
な

意
義
し
か
担
い
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
演
緯
さ
れ
る
の
が
、

い
さ
さ
か
自
潮
気

味
な
い
し
曙
虐
的
な
表
現
を
敢
え
て
使
え
ば
、

む
し
ろ
役
た
た
ず
の
「
文
人
」

と
い
う
珍
獣
が
生
息
す
る
人
間
動
物
園
の
内
状
を
一
生
の
う
ち
、
二
年
間
ほ

ど
は
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、

そ
の
中
に
入
っ
て
模
倣
し
て
み
る
の
も
、

人
生
経

を
展
開
し
た
の
は
、
村
上
泰
亮
元
教
授
の
「
大
学
と
い
う
神
聖
喜
劇
」
(
『
中

・
央
公
論
』
昭
和
六
三
年
七
月
号
)
で
あ
ろ
う
。
そ
の
綿
密
な
分
析
を
単
純
化

す
る
こ
と
を
お
許
し
戴
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
大
学
で
の
自
由

七
科
と
い
う
人
文
学
を
中
核
と
す
る
エ
リ
ー
ト
養
成
の
教
養
理
念
、

ア
メ
リ

カ
合
衆
国
型
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
に
重
点
を
置
く
、
専
門
個
別
科
学
の

さ
ら
に
日
本
の
旧
帝
大
に
お
け
る
、
法
学
部
を

中
心
に
据
え
る
官
吏
養
成
学
校
的
な
発
想
に
よ
る
実
学
的
教
養
理
念
の
三
区

基
礎
と
し
て
の
教
養
理
念
、

分
が
あ
り
、

つ
い
で
、

日
本
に
お
け
る
歴
史
的
変
遷
を
い
ま
す
こ
し
詳
細
に

見
れ
ば
、
明
治
の
官
吏
養
成
学
校
的
、
専
門
エ
リ
ー
ト
実
学
教
養
の
う
え
に
、

大
正
の
疑
似
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
教
養
主
義
の
精
神
主
義
H

反
専
門
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
ト
傾
向
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、

つ
い
で
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
式
教
育
理
念
の

導
入
と
大
学
の
大
衆
化
に
伴
う
、
専
門
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
養
成
の
前
提
と
し

て
の
一
般
基
礎
教
育
制
度
の
発
展
が
見
ら
れ
、

そ
も
そ
も
原
理
的
に
必
ず
し

も
互
い
に
両
立
し
な
い
こ
れ
ら
の
理
念
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
、
時
と
場
合
に

応
じ
て
強
調
さ
れ
、
決
定
的
な
対
決
を
経
な
い
ま
ま
、
暖
昧
な
共
存
を
保
つ

て
現
在
に
至
っ
て
い
る
、

と
い
っ
た
見
取
り
図
に
な
る
。

大
筋
と
し
て
容
認
さ
れ
る
こ
の
図
式
で
は
あ
る
が
、

た
だ
一
点
、
大
正
教

養
主
義
的
傾
向
の
存
続
に
対
す
る
著
者
の
価
値
判
断
は
、
今
一
つ
明
確
さ
に

欠
け
る
恨
み
な
し
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
小
生
の
接
し
た
限
り
で

の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
た
ち
の
反
応
で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
駒
場

を
は
じ
め
と
す
る
教
養
過
程
の
「
語
学
担
当
の
教
官
」
の
「
大
部
分
は
専
門

主
義
集
団
で
は
な
く
、

一
種
の
遊
民
で
あ
り
文
人
で
あ
る
」
と
の
規
定
(
七

七
頁
〉
が
さ
れ
て
い
る
。

「
文
人
」
を
気
取
り
、

「
遊
民
」
を
誇
る
の
は
、

実
は
、
本
郷
文
学
部
に
代
表
さ
れ
る
専
門
主
義
に
対
す
る
「
語
学
教
師
」
の

引
け
目
で
あ
っ
て
、
自
ら
が
「
二
流
専
門
家
集
団
」
で
し
か
な
い
と
い
う
劣

等
感
を
糊
塗
す
る
お
題
目
と
し
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
の
が
、
大
正
教
養
主
義
的

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
亡
霊
で
あ
る
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
文
人
」

と
い
う
「
非
専
門
家
集
団
」
ま
で
「
東
大
」
の
権
威
を
傘
に
借
り
、

「
東
大

教
授
」
面
を
す
る
の
は
、
事
大
主
義
で
あ
っ
て
、

そ
の
士
山
、

い
さ
さ
か
不
純

で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
す
る
の
が
、
大
略
、
著
者
の
論
法
の
骨
子
と
み
て
よ

か
ろ
う
。

こ
の
論
法
に
す
ぐ
さ
ま
見
い
だ
さ
れ
る
短
絡
は
ふ
た
つ
あ
る
が
、

ま
ず
第

一
は
、
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そ
も
そ
も
「
専
門
家
」
な
ら
ざ
る
も
の
は
「
東
大
教
授
」
と
し
て
の

資
格
に
合
致
し
な
い
と
す
る
、

い
さ
さ
か
一
方
的
な
定
義
、

な
い
し
決
め
付

け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
著
者
の
立
論
が
一
種
の
循
環
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
と

は
「
喜
ぶ
人
」
で
あ
り
、

い
う
語
源
に
遡
っ
て
、
教
養
学
部
の
独
自
な
理
念
と
存
在
価
値
と
を
擁
護
す

「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
は
「
愛
す
る
人
」
で
あ
る
と

る
立
場
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
教
養
学
部
に
お

け
る
一
般
教
育
は
、
専
門
教
育
の
た
だ
単
な
る
下
請
け
と
し
て
の
消
極
的
な

意
義
し
か
担
い
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
演
緯
さ
れ
る
の
が
、

い
さ
さ
か
自
潮
気

味
な
い
し
曙
虐
的
な
表
現
を
敢
え
て
使
え
ば
、

む
し
ろ
役
た
た
ず
の
「
文
人
」

と
い
う
珍
獣
が
生
息
す
る
人
間
動
物
園
の
内
状
を
一
生
の
う
ち
、
二
年
間
ほ

ど
は
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
、

そ
の
中
に
入
っ
て
模
倣
し
て
み
る
の
も
、

人
生
経



験
と
し
て
、

即
効
の
功
徳
な
ど
何
も
な
い
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
有
意
義
で
は
な

1
3

、

『
h
y
A
M

と
い
う
弁
護
で
あ
る
。

こ
の
「
文
人
」
の
再
評
価
と
相
関
す
る
の
が
著
者
の
第
二
の
短
絡
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
「
権
威
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
文
人
」
が
「
権
威
」

に
す
が
り
、

「
専
門
家
集
団
と
同
じ
範
鴎
で
東
大
教
授
の
肩
書
に
執
着
す
る

の
は
、
文
人
の
心
意
気
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
」
、

と
著
者
は
い
ぶ
か
し

が
る
。

だ
が
当
の
「
文
人
」
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
「
虚
名
」
の
権
威
、
「
あ

り
も
し
な
い
権
威
」
に
ま
つ
ろ
う
者
と
し
て
世
間
か
ら
見
ら
れ
る
の
に
、

も
そ
も
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
許
さ
れ
る
な
ら
著
者
の

提
言
す
る
「
駒
場
大
学
」
な
い
し
今
は
亡
き
「
旧
制
一
高
」
で
よ
い
と
心
秘

か
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
こ
の
「
文
人
」
た
ち
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

そ
ん
な
「
文
人
」
た
ち
と
違
っ
て
、
自
分
こ
そ
「
専
門
家
集
団
」
に
属
す
る

の
だ
、

と
い
う
選
民
意
識
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
人
種
こ
そ
、
東
大
の
「
権
威

を
借
称
す
る
」
輩
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
文
人
」
即
「
非
専
門
家
」
で

お
お
い
に
結
構
だ
が
、

だ
か
ら
「
東
大
教
授
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

の
は
、
そ
れ
が
定
義
上
の
規
定
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
権
利
問
題
と
し
て

は
論
理
に
飛
躍
が
あ
ろ
う
。

* 

そ
れ
で
は
何
故
「
語
学
教
師
」
は
「
東
大
教
授
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

の
か
。
著
者
は
、

「
文
人
」
語
学
教
師
は
「
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
で
も

参
加
す
れ
ば
よ
ろ
し
く
、
ま
た
大
学
も
そ
う
し
た
「
入
門
レ
ベ
ル
の
専
門
教

育
」
は
、
「
若
手
の
短
期
契
約
の
教
宮
・
助
手
に
大
き
く
依
存
し
た
ほ
う
が

一-圃且

有
効
」
と
す
る
構
想
を
し
め
て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
発
想
に
は
、

以
上
の
二
重
の
混
同
に
由
来
す
る
、
著
者
の
語
学
教
育
に
対
す
る
功
利
主
義

的
・
道
具
主
義
的
価
値
観
と
、
そ
れ
に
由
来
す
る
「
文
人
」
不
信
と
が
あ
ら

れ
も
な
く
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
「
入
門
レ
ベ
ル
」
の
語

学
習
得
に
、
現
在
の
大
学
設
置
基
準
が
全
く
非
現
実
的
で
し
か
な
い
の
は
事

実
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
の
「
有
効
」

性
を
念
頭
に
い
れ
る
場
合
、
語
学
専
門
学
校
の
よ
う
な
機
関
を
別
に
設
置
す

そ

る
に
し
く
は
な
い
。

2
-
t

、

J
J
A
H
N
 

世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
と
し
て
」
、

そ
も
そ
も
著

「
文
人
た
ち
は
、

そ
の
よ
う
な
「
語
学
教
育
に
携
わ
」
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
は
、

者
の
立
て
た
「
文
人
」
の
定
義
に
抵
触
す
る
言
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
、
っ

し
た
「
セ
ン
タ
ー
は
、
実
用
語
学
教
育
に
適
当
な
人
材
を
採
用
す
べ
き
だ
」

-35-

と
著
者
は
主
張
し
て
い
て
、

そ
れ
は
正
論
な
の
だ
が
、
か
か
る
セ
ン
タ
ー
に

最
も
不
適
切
な
人
材
こ
そ
、

ほ
か
で
も
な
い
、
著
者
の
い
う
「
文
人
」
に
相

当
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
機
関
で
は
「
短
期
契
約
の
教
官
・
助
手
」
に
「
大

き
く
依
存
し
た
方
が
有
効
」
と
す
る
の
も
、

そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、

正
論
で
あ

ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
は
折
原
発
言
に
み
ら
れ
た
「
非
常
勤
講
師
な
ら
よ

い
が
、
助
教
授
は
だ
め
」

(
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
月
二
九
日
号
〉
と
す

る
見
解
に
一
脈
通
じ
る
、
一
種
「
権
威
」
主
義
的
な
階
層
意
識
が
ほ
の
見
え

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
者
ま
で
は
科
学
者
、
つ
ま
り
フ
ァ
ッ
ハ

マ
ン

H

専
門
家
で
あ
る
か
ら
大
学
構
成
員
と
し
て
妥
当
す
る
が
、
語
学
教
師

な
ど
一
般
教
育
担
当
者
は
、
か
か
る
「
大
学
」
の
正
規
構
成
員
た
る
資
格
を

験
と
し
て
、

即
効
の
功
徳
な
ど
何
も
な
い
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
有
意
義
で
は
な

1

3

、

t
v
ム川
N

と
い
う
弁
護
で
あ
る
。

こ
の
「
文
人
」
の
再
評
価
と
相
関
す
る
の
が
、
著
者
の
第
二
の
短
絡
で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
「
権
威
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
文
人
」
が
「
権
威
」

に
す
が
り
、

「
専
門
家
集
団
と
同
じ
範
鴎
で
東
大
教
授
の
肩
書
に
執
着
す
る

の
は
、
文
人
の
心
意
気
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
」
、

と
著
者
は
い
ぶ
か
し

が
る
。

だ
が
当
の
「
文
人
」
た
ち
は
、

そ
の
よ
う
な
「
虚
名
」
の
権
威
、
「
あ

り
も
し
な
い
権
威
」
に
ま
つ
ろ
う
者
と
し
て
世
間
か
ら
見
ら
れ
る
の
に
、

も
そ
も
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
許
さ
れ
る
な
ら
著
者
の

提
言
す
る
「
駒
場
大
学
」
な
い
し
今
は
亡
き
「
旧
制
二
両
」
で
よ
い
と
心
秘

か
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
こ
の
「
文
人
」
た
ち
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、

そ
ん
な
「
文
人
」
た
ち
と
違
っ
て
、
自
分
こ
そ
「
専
門
家
集
団
」
に
属
す
る

の
だ
、

と
い
う
選
民
意
識
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
人
種
こ
そ
、
東
大
の
「
権
威

を
借
称
す
る
」
輩
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
文
人
」
即
「
非
専
門
家
」
で

お
お
い
に
結
構
だ
が
、

だ
か
ら
「
東
大
教
授
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う

の
は
、

そ
れ
が
定
義
上
の
規
定
で
あ
る
な
ら
と
も
か
く
、
権
利
問
題
と
し
て

は
論
理
に
飛
躍
が
あ
ろ
う
。* 

そ
れ
で
は
何
故
「
語
学
教
師
」
は
「
東
大
教
授
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

の
か
。
著
者
は
、

「
文
人
」
語
学
教
師
は
「
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
で
も

参
加
す
れ
ば
よ
ろ
し
く
、

ま
た
大
学
も
そ
う
し
た
「
入
門
レ
ペ
ル
の
専
門
教

育
」
は
、

「
若
手
の
短
期
契
約
の
教
官
・
助
手
に
大
き
く
依
存
し
た
ほ
う
が

有
効
」
と
す
る
構
想
を
し
め
て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
発
想
に
は
、

以
上
の
二
重
の
混
同
に
由
来
す
る
、
著
者
の
語
学
教
育
に
対
す
る
功
利
主
義

的
・
道
具
主
義
的
価
値
観
と
、

そ
れ
に
由
来
す
る
「
文
人
」
不
信
と
が
あ
ら

れ
も
な
く
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
「
入
門
レ
ベ
ル
」
の
語

学
習
得
に
、

現
在
の
大
学
設
置
基
準
が
全
く
非
現
実
的
で
し
か
な
い
の
は
事

実
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
の
「
有
効
」

性
を
念
頭
に
い
れ
る
場
合
、
語
学
専
門
学
校
の
よ
う
な
機
関
を
別
に
設
置
す

そ

る
に
し
く
は
な
い
。

S
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「
文
人
た
ち
は
、
世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
と
し
て
」
、

そ
も
そ
も
著

そ
の
よ
う
な
「
語
学
教
育
に
携
わ
」
れ
ば
よ
い
と
す
る
の
は
、

者
の
立
て
た
「
文
人
」
の
定
義
に
抵
触
す
る
言
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
v

つ

し
た
「
セ
ン
タ
ー
は
、
実
用
語
学
教
育
に
適
当
な
人
材
を
採
用
す
べ
き
だ
」

-35-

と
著
者
は
主
張
し
て
い
て
、

そ
れ
は
正
論
な
の
だ
が
、

か
か
る
セ
ン
タ
ー
に

最
も
不
適
切
な
人
材
こ
そ
、

ほ
か
で
も
な
い
、
著
者
の
い
う
「
文
人
」
に
相

当
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
機
関
で
は
「
短
期
契
約
の
教
官
・
助
手
」
に
「
大

き
く
依
存
し
た
方
が
有
効
」
と
す
る
の
も
、

そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、

正
論
で
あ

ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
は
折
原
発
言
に
み
ら
れ
た
「
非
常
勤
講
師
な
ら
よ

い
が
、
助
教
授
は
だ
め
」

(
『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
月
二
九
日
号
〉
と
す

る
見
解
に
一
脈
通
じ
る
、

一
種
「
権
威
」
主
義
的
な
階
層
意
識
が
ほ
の
見
え

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
者
ま
で
は
科
学
者
、

つ
ま
り
フ
ァ
ッ
ハ

マ
ン
H
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で
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る
か
ら
大
学
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成
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て
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を

験
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場
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旧
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二
両
」
で
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の
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に
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で
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に
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方
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有
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す
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、
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、
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で
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、
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た
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非
常
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よ
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が
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助
教
授
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だ
め
」
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日
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ル
』
四
月
二
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日
号
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と
す

る
見
解
に
一
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通
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る
、

一
種
「
権
威
」
主
義
的
な
階
層
意
識
が
ほ
の
見
え

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
者
ま
で
は
科
学
者
、

つ
ま
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フ
ァ
ッ
ハ

マ
ン
H

専
門
家
で
あ
る
か
ら
大
学
構
成
員
と
し
て
妥
当
す
る
が
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語
学
教
師
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ど
一
般
教
育
担
当
者
は
、

か
か
る
「
大
学
」
の
正
規
構
成
員
た
る
資
格
を



持
ち
合
わ
せ
な
い
、
ま
し
て
「
文
人
」
い
わ
ん
や
「
文
学
者
」
に
お
い
て
を

や
。
以
上
の
よ
う
な
暗
黙
の
前
提
を
認
め
な
い
限
り
、
著
者
の
論
理
は
成
り

立
つ
ま
い
。

だ
が
、
も
と
も
と
、
著
者
は
こ
う
し
た
専
門
主
義
の
前
提
を
突
き
崩
す
た

寸-

め
に
、
こ
の
論
点
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
こ
う
し
た
大
学
観
を
批
判
す

る
た
め
に
駒
場
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
不
幸
な
誤
解

と
い
う
ほ
か
な
い
。

「
今
日
の
文
脈
で
教
養
主
義
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、

近
代
西
欧
と
の
対
決
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
西
欧
の

個
々
の
国
々
の
文
化
を
愛
す
る
文
人
た
ち
に
と
っ
て
、

い
ま
さ
ら
対
決
す
る

意
味
は
な
い
だ
ろ
う
し
」
云
々
と
い
う
著
者
の
認
識
ほ
ど
、
駒
場
の
「
文
人
」

た
ち
を
悲
し
ま
せ
る
誤
解
は
あ
る
ま
い
。

「
実
用
的
語
学
」
で
事
が
足
り
れ

ば
、
そ
れ
こ
そ
「
西
欧
と
の
対
決
」
な
ど
な
し
で
済
ま
す
こ
と
も
で
き
よ
う

が
、
不
幸
に
し
て
、
事
実
が
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
最
も
鋭
敏
に
、そ
れ
こ

そ
身
に
刻
み
続
け
る
傷
と
し
て
、

日
々
の
教
場
に
お
け
る
無
力
感
の
内
に
否

応
無
く
経
験
し
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
語
学
教
師
と
い
う
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
。教

養
学
部
の
語
学
は
役
に
立
た
な
い
。
だ
が
も
し
役
に
立
つ
究
極
ま
で
行

っ
て
し
ま
え
ば
、
す
べ
て
は
プ
ロ
ト
コ
ル
に
乗
っ
て
自
動
的
に
運
行
し
、
も

は
や
語
学
な
ど
役
立
て
る
必
要
も
な
く
な
る
は
ず
だ
。
役
に
立
た
ぬ
か
ら
こ

c
ι
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そ
議
論
が
あ
り
、
喧
嘩
が
必
要
に
な
る
。
鋒
訳
が
円
滑
に
行
く
も
の
だ
と
す

る
幻
想
を
た
た
き
壊
す
こ
と
、
翻
訳
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
と
素
朴
に

も
信
じ
て
い
た
も
の

ぜ

が
、
い
か
に
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
を
、
実

西
欧
、

地
に
体
験
し
、
自
明
と
見
え
て
い
た
世
界
が
い
か
に
危
う
い
虚
構
の
上
の
皮

膜
で
し
か
な
い
か
を
、
痛
い
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
実
践

を
著
者
は
「
解
釈
学
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

そ
の
特
権
的
な
現
場

秘
、

見

非
能
率
で
、
無
意
味
な
訳
読
の
遅
々
と
し
た
作
業
、
際
限
な
く
築
い
て
は
崩

す
、
決
し
て
完
成
へ
と
は
収
束
せ
ず
、

む
し
ろ
無
限
の
可
能
性
へ
と
発
散
し

て
い
っ
て
し
ま
う
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
無
償
の
す
り
あ
わ
せ
の
徒
労
の
よ
う
な

訓
練
、
決
し
て
な
ん
ら
か
の
規
範
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

こ
の

「
主
観
と
客
観
の
交
わ
り
の
場
」
に
て

毛

在
す
る
の
で
は
な
い
か
。

否
、
お
よ
そ
他
者
な
る
も
の
と
遭
遇
し
て
、

そ
れ
と
の
「
愛
」
を

実
践
す
る
と
は
、
否
応
無
く
、
こ
う
し
た
「
対
決
的
教
養
主
義
」
を
要
請
さ

れ
る
営
み
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
教
養
と
は
、
隠
さ
れ
た
真
理
を
開
示
す

-36一

る
こ
と
で
は
な
い
、
真
理
の
女
神
を
裸
に
し
て
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
真
理
と
見
え
た
も
の
に
裏
切
ら
れ
続
け
る
賭
で
は
な

い
か
。
所
詮
自
分
の
も
の
に
は
出
来
ぬ
こ
と
を
承
知
で
、

逃
げ
る
女
神
を
追

い
つ
づ
け
る
、
そ
れ
は
悪
夢
の
よ
う
な
体
験
で
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
し
も
、
村
上
泰
亮
氏
は
あ
や
ま
た
ず
、

「
孤
高
の
実
験
」
と
呼
ん
だ

の
で
は
な
か
っ
た
か
。

(
一
九
八
九
年
二
月
二
十
一
日
)

持
ち
合
わ
せ
な
い
、
ま
し
て
「
文
人
」
い
わ
ん
や
「
文
学
者
」
に
お
い
て
を

ゃ
。
以
上
の
よ
う
な
暗
黙
の
前
提
を
認
め
な
い
限
り
、
著
者
の
論
理
は
成
り

立
つ
ま
い
。

だ
が
、
も
と
も
と
、
著
者
は
こ
う
し
た
専
門
主
義
の
前
提
を
突
き
崩
す
た

寸ー

め
に
、
こ
の
論

d
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
し
、
こ
う
し
た
大
学
観
を
批
判
す

る
た
め
に
駒
場
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
不
幸
な
誤
解

と
い
う
ほ
か
な
い
。

「
今
日
の
文
脈
で
教
養
主
義
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、

近
代
西
欧
と
の
対
決
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
西
欧
の

個
々
の
国
々
の
文
化
を
愛
す
る
文
人
た
ち
に
と
っ
て
、

い
ま
さ
ら
対
決
す
る

意
味
は
な
い
だ
ろ
う
し
」
云
々
と
い
う
著
者
の
認
識
ほ
ど
、
駒
場
の
「
文
人
」

た
ち
を
悲
し
ま
せ
る
誤
解
は
あ
る
ま
い
。

「
実
用
的
語
学
」
で
事
が
足
り
れ

ば
、
そ
れ
こ
そ
「
西
欧
と
の
対
決
」
な
ど
な
し
で
済
ま
す
こ
と
も
で
き
よ
う

が
、
不
幸
に
し
て
、
事
実
が
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
最
も
鋭
敏
に
、

そ
れ
こ

そ
身
に
刻
み
続
け
る
傷
と
し
て
、

日
々
の
教
場
に
お
け
る
無
力
感
の
内
に
否

応
無
く
経
験
し
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
語
学
教
師
と
い
う
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
。教

養
学
部
の
語
学
は
役
に
立
た
な
い
。
だ
が
も
し
役
に
立
つ
究
極
ま
で
行

っ
て
し
ま
え
ば
、
す
べ
て
は
プ
ロ
ト
コ
ル
に
乗
っ
て
自
動
的
に
運
行
し
、
も

は
や
語
学
な
ど
役
立
て
る
必
要
も
な
く
な
る
は
ず
だ
。
役
に
立
た
ぬ
か
ら
こ

o
b
g

¥

 

そ
議
論
が
あ
り
、
暗
一
嘩
が
必
要
に
な
る
。
-
訳
が
円
滑
に
行
く
も
の
だ
と
す

る
幻
想
を
た
た
き
壊
す
こ
と
、
翻
訳
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
と
素
朴
に

も
信
じ
て
い
た
も
の
が
が、

い
か
に
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
を
、
実

' 園 田

地
に
体
験
し
、
自
明
と
見
え
て
い
た
世
界
が
い
か
に
危
う
い
虚
構
の
上
の
皮

膜
で
し
か
な
い
か
を
、
痛
い
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
実
践

を
著
者
は
「
解
釈
学
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

そ
の
特
権
的
な
現
場
、給
、

見

非
能
率
で
、
無
意
味
な
訳
設
の
遅
々
と
し
た
作
業
、
際
限
な
く
築
い
て
は
崩

す
、
決
し
て
完
成
へ
と
は
収
束
せ
ず
、

む
し
ろ
無
限
の
可
能
性
へ
と
発
散
し

て
い
っ
て
し
ま
う
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
無
償
の
す
り
あ
わ
せ
の
徒
労
の
よ
う
な

訓
練
、
決
し
て
な
ん
ら
か
の
規
範
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

こ
の

「
主
観
と
客
観
の
交
わ
り
の
場
」
に
で
そ

在
す
る
の
で
は
な
い
か
。

西
欧
、

否
、
お
よ
そ
他
者
な
る
も
の
と
遭
遇
し
て
、

そ
れ
と
の
「
愛
」
を

実
践
す
る
と
は
、
否
応
無
く
、
こ
う
し
た
「
対
決
的
教
養
主
義
」
を
要
請
さ

れ
る
営
み
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
教
養
と
は
、
隠
さ
れ
た
真
理
を
開
示
す

る
こ
と
で
は
な
い
、
真
理
の
女
神
を
裸
に
し
て
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
真
理
と
見
え
た
も
の
に
裏
切
ら
れ
続
け
る
賭
で
は
な

い
か
。
所
詮
自
分
の
も
の
に
は
出
来
ぬ
こ
と
を
承
知
で
、

逃
げ
る
女
神
を
追

い
つ
づ
け
る
、

そ
れ
は
悪
夢
の
よ
う
な
体
験
で
あ
る
や
も
し
れ
ぬ
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
し
も
、
村
上
泰
亮
氏
は
あ
や
ま
た
ず
、

「
孤
高
の
実
験
」
と
呼
ん
だ

の
で
は
な
か
っ
た
か
。

(
一
九
八
九
年
二
月
二
十
一
日
)
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