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エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
「
革
命
」  

―
―
太
宰
治
『
斜
陽
』

滝
　
口
　
明
　
祥

の
だ
が
、
そ
れ
で
も
人
は
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
の
意
味
を
確
定
す
る
た

め
の
〈
作
者
〉
に
つ
い
て
の
情
報
を
知
り
た
が
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
〈
作
者
〉
に
つ
い
て
の
情
報
が
さ
か

ん
に
流
通
す
る
こ
と
に
も
な
る
。〈
書
か
れ
た
も
の
〉
は
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
意
味
は
い
か
よ
う
に
も
変
わ
り
得
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
人
は
意
味
を
確
定
す
る
た
め
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
欲
す
る
の
だ
。

　

だ
が
た
と
え
ば
、
太
宰
治
の
『
斜
陽
』（
新
潮
社
、
一
九
四
七
・
一

二
）
の
よ
う
な
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
手
記
に
よ
っ
て
作
品

が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
意
味
を
確
定
す
る
た
め
の
〈
作
者
〉
と
は
、

は
た
し
て
現
実
の
作
者
・
太
宰
治
な
の
か
、
そ
れ
と
も
作
中
で
手
記
を

書
い
た
登
場
人
物
な
の
か
、
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
。
あ
る
時
点
ま
で
、
そ

れ
は
太
宰
治
の
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
主
な
登
場
人
物
は
す
べ
て
太

宰
の
分
身
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
九
四
八
年
六
月
の
太
宰
の
死
と
い
う
情

報
を
前
提
に
し
て
、〝
滅
び
〟
あ
る
い
は
〝
再
生
〟
が
描
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

１
）。

　

人
は
、
な
ぜ
書
く
の
だ
ろ
う
か
。
誰
か
に
何
か
を
伝
え
た
い
た
め

に
？　

そ
れ
と
も
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
た
め
に
？　

前
者
で
あ

れ
ば
、
す
で
に
書
く
内
容
は
固
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
で

あ
れ
ば
、
書
き
始
め
る
前
は
ま
だ
考
え
が
固
ま
っ
て
お
ら
ず
、
考
え
な

が
ら
書
く
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
だ
が
実
際
に
は
、
両
者
は
そ
れ
ほ
ど

截
然
と
区
別
で
き
な
い
場
合
の
ほ
う
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
誰
か

に
何
か
を
伝
え
た
い
の
だ
が
、
伝
え
る
相
手
も
具
体
的
に
い
る
わ
け
で

は
な
い
し
、
伝
え
た
い
「
何
か
」
も
ま
た
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
書
き
な
が
ら
、
自
分
が
誰
か
に
訴

え
た
い
「
何
か
」
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
誰
か
に
よ
っ
て
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
を

読
む
と
き
、
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
、

そ
れ
を
書
い
た
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
き
は
。
い
や
、
本
当
は
よ
く
知
っ
て
い
る
者
に
よ
っ
て
〈
書
か
れ
た

も
の
〉
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
常
に
よ
く
理
解
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
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一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
登
場
人
物
の
ほ
う
に
視
点
が
移
り
、
こ
の

小
説
が
ヒ
ロ
イ
ン
か
ず
子
の
手
記
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
前

提
の
も
と
に
、
そ
の
手
記
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
先
行
研
究
も
出

て
く
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
高
田
知
波
は
、「《
出
来
事
》
の
時

間
と
か
ず
子
の
《
語
り
》
の
時
間
と
が
、
単
純
な
進
行
形
で
も
な
け
れ

ば
単
純
な
回
想
で
も
な
い
ダ
イ
ア
レ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
形
成
し
て

い
る（

２
）」

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
ず
子
の
手
記
は
、
出
来

事
が
起
き
て
い
る
な
か
で
幾
度
か
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
書
く
こ
と
〉
が
作
中
の
出
来
事
に
影

響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

本
稿
も
こ
の
高
田
の
指
摘
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
つ
つ
、『
斜
陽
』

と
い
う
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ

の
前
に
全
体
の
構
成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
一
」
か
ら
「
八
」
ま
で

の
八
章
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
は
か
ず
子
の
手
記
だ
が
、
し

か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
三
」
に
は
直
治
の
「
夕
顔
日
誌
」
が
挿

入
さ
れ
て
お
り
、「
四
」
は
か
ず
子
に
よ
る
三
通
の
書
簡
で
構
成
さ

れ
、「
七
」
の
大
部
分
は
直
治
の
遺
書
で
あ
り
、「
八
」
の
大
部
分
は
か

ず
子
の
書
簡
で
あ
る
。『
斜
陽
』
は
多
種
多
様
な
〈
書
か
れ
た
も
の
〉

の
集
積
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
作
品
は
、
往
々
に
し
て

女
性
独
白
体
小
説
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
が
、
た
し
か
に
特
定
の
相
手

に
向
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
女
性
に
よ
る
語
り
と
い
う
点
で
は
共
通

性
が
あ
る
も
の
の
、『
斜
陽
』
は
か
ず
子
の
手
記
や
手
紙
な
ど
〈
書
か

れ
た
も
の
〉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い

う
点
で
、
文
字
通
り
の
「
独
白
」
と
捉
え
ら
れ
る
他
の
女
性
独
白
体
小

説
と
は
一
線
を
画
す
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
の

集
積
で
あ
る
と
い
う
『
斜
陽
』
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。

一
、「
あ
。」
の
反
復

　

ま
ず
は
「
一
」
を
読
ん
で
い
こ
う
。
場
所
は
「
朝
の
食
堂
」
で
あ

り
、「
私
」
の
母
親
が
「
あ
。」
と
い
う
か
す
か
な
叫
び
声
を
あ
げ
る
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
「
私
」
は
、
そ
の
「
あ
。」
に
つ
い
て
、

す
ぐ
に
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
読
者
の
疑
問
を
宙
づ
り
に
し
た
ま

ま
、
弟
の
直
治
が
い
つ
か
「
私
」
に
言
っ
た
と
い
う
セ
リ
フ
が
紹
介
さ

れ
る
。「
爵
位
が
あ
る
か
ら
、
貴
族
だ
と
い
ふ
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん

だ
ぜ
」
と
言
う
直
治
は
、
自
身
や
姉
を
含
め
て
「
華
族
な
ん
て
も
の
の

大
部
分
は
、
高
等
御
乞
食
と
で
も
い
つ
た
や
う
な
も
の
」
な
の
に
対
し

て
、
母
親
だ
け
は
「
ほ
ん
も
の
の
貴
族
」
な
の
だ
と
語
る
。「
あ
れ

は
、
ほ
ん
も
の
だ
よ
。
か
な
は
ね
え
と
こ
ろ
が
あ
る
」。

　

こ
こ
で
読
者
は
、「
私
」
と
、
そ
の
母
親
や
弟
が
、
か
つ
て
華
族
と

呼
ば
れ
て
い
た
人
々
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
華
族
令
は
日

本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
一
九
四
七
年
五
月
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
の

で
、『
斜
陽
』
が
発
表
さ
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
華
族
と
い
う
身
分
は

な
く
な
っ
て
い
る
。
作
中
の
現
在
時
は
「
一
」
の
最
後
の
あ
た
り
で
一

九
四
六
年
四
月
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
わ
か
ら
な
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自
身
と
は
違
う
も
の
だ
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、「
あ
。」
と
い
う
か
す

か
な
叫
び
声
に
戻
っ
て
み
せ
る
。「
私
」
が
「
髪
の
毛
？
」
と
か
、「
塩

辛
か
つ
た
か
し
ら
」
と
聞
い
て
も
、
母
親
は
否
定
す
る
。「
あ
。」
の
意

味
は
結
局
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
す
ぐ
後
で
、
今
度
は

「
私
」
自
身
が
「
あ
。」
と
い
う
声
を
出
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て

「
私
」
は
、
理
解
す
る
。「
何
か
、
た
ま
ら
な
い
恥
ず
か
し
い
思
ひ
に
襲

は
れ
た
時
に
、
あ
の
奇
妙
な
、
あ
、
と
い
ふ
幽
か
な
叫
び
声
が
出
る
も

の
な
の
だ
」
と
。「
私
」
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
六
年
前
の
私
の
離
婚

の
時
の
こ
と
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
母
親
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
直
治

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
直
治
は

「
大
学
の
中
途
で
召
集
さ
れ
、
南
方
の
島
へ
行
つ
た
の
だ
が
、
消
息
が

絶
え
て
し
ま
つ
て
、
終
戦
に
な
つ
て
も
行
先
が
不
明
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、「
私
」
が
離
婚
し
た
際
の
「
恥
ず
か
し
い
思

い
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
新
た
な
疑
問

も
、
読
者
の
中
に
は
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

生
死
が
不
明
の
直
治
の
こ
と
を
思
う
母
を
心
配
さ
せ
ま
い
と
し
て
、

「
私
」
は
、〝
綺
麗
な
ひ
と
は
早
死
に
す
る
が
、
悪
漢
は
長
生
き
す
る
〟

と
い
う
論
理
を
持
ち
出
す
。
だ
か
ら
「
悪
漢
」
で
あ
る
直
治
は
死
ん
で

い
な
い
の
だ
と
言
い
た
い
が
た
め
の
論
理
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
ず
子

を
袋
小
路
に
誘
い
込
む
こ
と
に
な
る
。
母
親
に
は
長
生
き
し
て
も
ら
い

た
い
が
、
そ
う
す
る
と
母
親
は
「
悪
漢
」
に
な
り
、
母
親
は
「
綺
麗
な

ひ
と
」
だ
と
す
れ
ば
早
死
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。「
私
」
は
ど

ち
ら
も
選
べ
ず
、
涙
を
流
す
の
だ
。

い
。
だ
が
華
族
と
い
う
身
分
が
な
く
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
読
者

は
、
漠
然
と
し
た
〝
滅
び
〟
の
予
感
を
抱
き
な
が
ら
、
読
み
進
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
「
私
」
は
直
治
の
言
葉
に
導
か
れ
な
が
ら
、「
ほ
ん
も
の
」

の
貴
族
で
あ
る
母
親
と
、
そ
う
で
は
な
い
「
私
」
と
の
差
異
を
語
っ
て

い
く
。
正
式
礼
法
か
ら
外
れ
な
が
ら
「
軽
く
鮮
や
か
」
に
ス
ー
プ
を
飲

む
母
親
に
対
し
て
、
正
式
礼
法
通
り
に
ふ
る
ま
う
「
私
」
の
所
作
は

「
陰
気
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
で
は
「
貴
族
」
と
い
う
言

葉
が
通
常
と
は
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ふ
つ
う
は
爵
位
の

あ
る
／
な
し
と
い
う
二
分
法
が
、
そ
の
ま
ま
貴
族
／
庶
民
と
い
う
二
分

法
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
直
治
は
そ
れ
に
異
議
を
唱
え

て
い
る
の
で
あ
る
。「
ほ
ん
も
の
」
の
貴
族
／
「
高
等
御
乞
食
」
と
い

う
二
分
法
に
お
い
て
は
、
爵
位
の
あ
る
／
な
し
は
何
の
意
味
も
持
た
な

い
の
だ
。
母
親
が
「
ほ
ん
も
の
」
の
貴
族
で
あ
る
の
は
、
爵
位
が
あ
る

か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
天
爵
」
と
で
も
言
う
し
か
な
い

も
の
が
母
親
に
は
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
定

義
が
、「
直
治
」
＝
「
私
」
の
言
説
の
な
か
で
構
築
さ
れ
る
。
い
や
、

よ
く
読
め
ば
、「
私
」
は
直
治
の
言
葉
に
は
な
い
要
素
を
追
加
し
て
い

る
。「
私
」
は
、
母
親
が
「
ほ
ん
も
の
」
の
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
言
う

と
き
に
、「
と
て
も
可
愛
ら
し
く
」、「
し
ん
か
ら
可
愛
ら
し
い
」
な
ど

と
言
う
の
で
あ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
「
ほ
ん
も
の
」
の
貴
族
と
は

「
可
愛
ら
し
い
」
も
の
な
の
だ
。

　
「
私
」
は
、
そ
の
よ
う
に
母
親
を
「
ほ
ん
も
の
」
の
貴
族
で
あ
り
、
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分
法
に
重
ね
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
単
に
「
美
し
い
」
と

「
死
」
が
、
そ
し
て
「
醜
い
」
と
「
生
」
が
結
び
付
け
ら
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、「
醜
い
」「
私
」
が
「
美
し
い
」「
お
母
さ
ま
」
を
「
食
ひ
殺

し
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
過
剰
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
だ
。
そ

の
過
剰
さ
に
、
読
者
は
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
し
て
、
ま
た
一
行
空
き
。「
私
」
は
、
四
、
五
日
前
よ
り
も
も
っ

と
過
去
の
こ
と
を
語
り
出
す
。
も
と
も
と
「
私
た
ち
」
は
、
東
京
の
西

片
町
に
住
ん
で
い
た
の
だ
が
、「
日
本
が
無
条
件
降
伏
を
し
た
と
し

の
、
十
二
月
の
は
じ
め
」
に
伊
豆
の
山
荘
に
引
っ
越
し
て
き
た
の
だ
と

い
う
。
な
ぜ
引
っ
越
す
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
お
金
が
な
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
父
親
が
一
〇
年
前
に
亡
く

な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
か
ず
子
が
一
九
歳
の
と

き
に
亡
く
な
る
と
い
う
の
は
、
相
当
に
早
死
に
で
あ
る
と
言
え
る
。
も

う
少
し
長
生
き
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
早
く
こ
の
家
族
が
経

済
的
に
困
窮
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
父
親

が
亡
く
な
っ
て
以
降
、「
私
」
や
直
治
は
母
親
に
い
ろ
い
ろ
な
形
で
心

労
を
か
け
て
い
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、「
私
」
が
子

ど
も
を
死
産
し
て
い
る
こ
と
も
明
か
さ
れ
る
の
だ
。
こ
こ
で
読
者
は
、

「
私
」
の
「
あ
。」
の
内
実
を
い
く
ら
か
は
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

伊
豆
に
引
っ
越
す
と
い
う
の
は
、
母
親
の
意
思
で
は
な
か
っ
た
。
経

済
的
に
庇
護
し
て
く
れ
て
い
る
叔
父
の
考
え
で
あ
り
、
母
親
の
本
心
は

「
お
父
さ
ま
の
亡
く
な
つ
た
こ
の
家
で
、
お
母
さ
ま
も
、
死
ん
で
し
ま

ひ
た
い
の
よ
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
な
の
か
、
伊
豆
の
山
荘

　

そ
の
後
、
一
行
空
き
が
あ
り
、「
蛇
の
話
を
し
よ
う
か
し
ら
。」
と
唐

突
に
話
題
が
転
換
さ
れ
る
。
四
、
五
日
前
に
「
私
」
が
近
所
の
子
ど
も

た
ち
と
蛇
の
卵
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
蛇
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
絡
め
て
、
一
〇
年
前
に
自
身
の
父
親
が
亡
く
な
っ
た
際
の
こ

と
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
父
親
が
亡
く
な
っ
た
際
は
一
九

歳
で
、
現
在
は
二
九
歳
だ
と
い
う
こ
と
も
明
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
蛇

に
対
し
て
「
畏
怖
の
情
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
母
親
が
次
の
よ
う
に

描
写
さ
れ
る
。

　
　

 　

夕
日
が
お
母
さ
ま
の
お
顔
に
当
つ
て
、
お
母
さ
ま
の
お
眼
が
青

い
く
ら
ゐ
に
光
つ
て
見
え
て
、
そ
の
幽
か
に
怒
り
を
帯
び
た
や
う

な
お
顔
は
、
飛
び
つ
き
た
い
ほ
ど
に
美
し
か
つ
た
。
さ
う
し
て
、

私
は
、
あ
あ
、
お
母
さ
ま
の
お
顔
は
、
さ
つ
き
の
あ
の
悲
し
い
蛇

に
、
ど
こ
か
似
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
、
と
思
つ
た
。
さ
う
し
て
私
の

胸
の
中
に
住
む
蝮
み
た
い
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
醜
い
蛇
が
、
こ
の
悲

し
み
が
深
く
て
美
し
い
美
し
い
母
蛇
を
、
い
つ
か
、
食
ひ
殺
し
て

し
ま
ふ
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
、
な
ぜ
だ
か
、
な
ぜ
だ
か
、
そ
ん

な
気
が
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
「
夕
日
」
と
い
う
言
葉
は
「
斜
陽
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と

呼
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
場
面
の
重
要
性
を
こ
れ
以
上
な

い
ほ
ど
に
証
立
て
て
い
る
。
美
し
い
／
醜
い
と
い
う
二
分
法
は
、
そ
の

日
の
朝
に
「
私
」
が
持
ち
出
し
た
論
理
で
言
え
ば
、
死
／
生
と
い
う
二
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し
て
も
、
も
う
す
で
に
こ
の
平
和
に
は
、
何
か
不
吉
な
、
暗
い
影

が
忍
び
寄
つ
て
来
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
お
母
さ

ま
は
、
幸
福
を
お
装
ひ
に
な
り
な
が
ら
も
、
日
に
日
に
衰
へ
、
さ

う
し
て
私
の
胸
に
は
蝮
が
宿
り
、
お
母
さ
ま
を
犠
牲
に
し
て
ま
で

太
り
、
自
分
で
お
さ
へ
て
も
お
さ
へ
て
も
太
り
、
あ
あ
、
こ
れ
が

た
だ
季
節
の
せ
ゐ
だ
け
の
も
の
で
あ
つ
て
く
れ
た
ら
よ
い
、
私
に

は
こ
の
頃
、
こ
ん
な
生
活
が
、
と
て
も
た
ま
ら
な
く
な
る
事
が
あ

る
の
だ
。

　
「
私
」
の
こ
の
手
記
が
な
ぜ
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
、
と
言
え
ば
、
こ
の
部
分
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
私
」
は
、

実
は
過
去
か
ら
少
し
も
切
断
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
切
断
さ

れ
た
か
の
よ
う
に
し
て
安
穏
と
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
現
在
を
「
い

つ
は
り
」
と
感
じ
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
私
」
は
表
面
的
に
は
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
装
い

つ
つ
、
実
は
少
し
も
変
化
し
て
い
な
い
状
態
か
ら
、
真
に
変
化
す
る
こ

と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、「
お
母
さ

ま
」
と
母
子
一
体
化
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
日
々
は
、「
私
」
に
と
っ

て
心
地
よ
い
も
の
で
あ
り
、
甘
美
な
も
の
で
さ
え
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の

「
一
」
に
お
い
て
、「
私
」
は
、
過
去
の
直
治
の
発
言
や
、
四
、
五
日
前

の
蛇
の
卵
を
焼
い
た
話
な
ど
を
利
用
し
な
が
ら
、
母
子
一
体
化
の
日
々

か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
、

に
引
っ
越
し
た
の
ち
、
母
親
は
高
熱
を
出
す
。「
私
」
は
、「
お
母
さ
ま

が
、
お
可
哀
想
で
お
可
哀
想
で
、
い
い
え
、
私
た
ち
二
人
が
可
哀
想
で

可
哀
想
で
、
い
く
ら
泣
い
て
も
、
と
ま
ら
な
か
つ
た
」
と
か
、「
も
う

私
た
ち
は
、
何
も
要
ら
な
い
。
私
た
ち
の
人
生
は
、
西
片
町
の
お
家
を

出
た
時
に
、
も
う
終
つ
た
の
だ
と
思
つ
た
」
な
ど
と
書
く
の
だ
。「
私

た
ち
」
は
、
こ
こ
で
は
「
私
」
と
母
親
の
二
人
を
指
す
。「
私
」
は
こ

こ
で
母
親
と
一
体
化
し
て
い
る
。「
美
し
」
く
、「
可
愛
ら
し
い
」「
お

母
さ
ま
」
と
の
一
体
化
は
、「
私
」
に
と
っ
て
甘
美
な
も
の
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
母
親
の
体
調
は
回
復
す
る
。
母
親
は
、「
神
さ
ま
が
私
を

一
度
お
殺
し
に
な
つ
て
、
そ
れ
か
ら
昨
日
ま
で
の
私
と
違
ふ
私
に
し

て
、
よ
み
が
へ
ら
せ
て
下
さ
つ
た
ん
だ
わ
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
四
月

の
け
ふ
」
ま
で
、
表
向
き
は
安
穏
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
書
く

「
私
」
は
、
し
か
し
母
親
の
言
葉
に
納
得
で
き
て
は
い
な
い
よ
う
な
の

だ
。
何
故
な
ら
、「
私
」
も
母
親
も
「
あ
。」
と
い
う
か
す
か
な
叫
び
声

を
出
す
で
は
な
い
か
。
一
九
四
六
年
四
月
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
自

分
た
ち
が
少
し
も
終
戦
以
前
の
過
去
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
、
と

「
私
」
は
書
く
。

　
　

 　

あ
あ
、
何
も
一
つ
も
包
み
か
く
さ
ず
、
は
つ
き
り
書
き
た
い
。

こ
の
山
荘
の
安
穏
は
、
全
部
い
つ
は
り
の
、
見
せ
か
け
に
過
ぎ
な

い
と
、
私
は
ひ
そ
か
に
思
ふ
時
さ
え
あ
る
の
だ
。
こ
れ
が
私
た
ち

親
子
が
神
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
短
い
休
息
の
期
間
で
あ
つ
た
と
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二
、〈
書
く
こ
と
〉
と
〈
読
む
こ
と
〉
の
交
錯

　
「
二
」
に
入
る
と
、「
私
」
が
火
事
を
起
こ
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

「
私
」
は
そ
れ
を
「
蛇
の
卵
が
あ
つ
て
か
ら
、
十
日
ほ
ど
経
」
っ
た
頃

だ
と
説
明
す
る
。
蛇
の
卵
を
焼
い
た
の
は
「
一
」
を
書
い
た
日
の
四
、

五
日
前
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
私
」
が
火
事
を
起
こ
し
た
の
は
「
一
」

を
書
い
た
日
の
五
、
六
日
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
あ
れ
ば
、「
そ

の
五
、
六
日
後
」
な
ど
と
書
け
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
「
私
」
が
わ
ざ
わ
ざ
「
一
」
を
書
い
た
日
よ
り
も
前
に
起
き
た
蛇
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
火
事
を
起
こ
し
た
こ
と
も
蛇

の
卵
を
焼
い
た
こ
と
も
、「
私
」
が
母
親
か
ら
ま
す
ま
す
違
う
存
在
に

な
っ
て
い
く
契
機
で
あ
る
と
し
て
、「
私
」
の
手
記
で
は
語
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
、
戦
時
中
の
徴
用

の
経
験
が
語
ら
れ
る
。「
私
は
あ
の
ヨ
イ
ト
マ
ケ
の
お
か
げ
で
、
す
っ

か
り
か
ら
だ
が
丈
夫
に
な
」
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
の
だ
。
徴
用
の
経
験

も
ま
た
、「
私
」
と
母
親
と
を
分
か
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で

「
私
」
は
戦
後
の
現
在
も
畑
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
し
、
徴

用
の
経
験
が
な
い
母
親
は
畑
仕
事
を
少
し
手
伝
っ
た
だ
け
で
翌
日
は

「
寝
た
き
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
蛇
の
卵
」
と
「
火
事
」

が
あ
っ
て
か
ら
、
母
親
は
「
め
つ
き
り
御
病
人
く
さ
く
」
な
っ
た
の
に

対
し
て
、「
私
」
は
「
だ
ん
だ
ん
粗
野
な
下
品
な
女
に
な
つ
て
行
く
」

の
だ
。

滑
ら
か
に
書
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
二
度
の
一
行
空
き

は
、
そ
の
こ
と
を
証
立
て
て
い
る（

３
）。「

一
」
を
書
き
始
め
た
当
初
、

「
私
」
は
四
、
五
日
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
く
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
必
要
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
、「
醜
い
」「
私
」
が
「
美
し
い
」
母
親
を

「
食
ひ
殺
し
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
過
剰
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
過
剰
さ
が
な
け
れ
ば
、「
私
」

が
「
い
つ
は
り
」
の
日
々
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
の
だ
。「
一
」

は
、
次
の
よ
う
に
終
わ
っ
て
い
る
。「
恋
、
と
書
い
た
ら
、
あ
と
、
書

け
な
く
な
っ
た
」。「
私
」
が
母
親
と
の
甘
美
な
一
体
化
か
ら
己
の
身
を

引
き
剥
が
す
た
め
に
は
、
さ
ら
に
「
恋
」
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
は
ま
だ
わ

か
っ
て
い
な
い
。「
恋
」
と
い
う
単
語
し
か
、「
私
」
に
は
書
け
な
い
。

　
「
一
」
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
の
基
本
的
な
設
定
は
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
終
戦
後
、
伊
豆
に
引
っ
越
し
て
き
た
華
族
の
娘
が
書
い
て

い
る
手
記
で
あ
り
、
現
在
時
は
一
九
四
六
年
四
月
で
あ
る
。
翌
年
五
月

の
華
族
令
廃
止
に
先
立
ち
、
お
金
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
の
家
が

〝
滅
び
〟
の
道
を
辿
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
、
読
者
に
は
す
で
に
了
解
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
。
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意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
母
親
に
「
あ
ん
な
に
毎
日
の
畑
仕
事
は
、
あ
な
た
に
は
無
理

で
す
」
と
言
わ
れ
、「
二
人
の
着
物
を
ど
ん
ど
ん
売
」
っ
て
、
三
人
で

生
活
し
て
い
こ
う
と
提
案
さ
れ
る
と
、「
私
」
は
母
親
に
謝
罪
し
、
ま

た
寄
り
添
う
の
で
あ
る
。
母
子
一
体
化
の
引
力
は
、
き
わ
め
て
強
い
。

　
「
三
」
で
は
、
直
治
は
す
で
に
帰
還
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は

書
き
手
と
し
て
で
は
な
く
、
読
み
手
と
し
て
の
「
私
」
が
登
場
す
る
。

「
私
」
は
直
治
が
麻
薬
中
毒
に
か
か
っ
て
い
た
高
校
生
の
頃
に
書
い
て

い
た
と
思
わ
れ
る
「
夕
顔
日
誌
」
を
読
む
の
だ
。
そ
れ
は
当
時
の
直
治

の
混
乱
し
た
日
々
が
そ
の
ま
ま
に
表
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
断
章
形

式
の
手
記
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
読
ん
だ
「
私
」
は
、「
夕
顔
。
あ
あ
、
弟
も
苦
し
い
の
だ
ら

う
。
し
か
も
、
途
が
ふ
さ
が
つ
て
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
い

ま
だ
に
何
も
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
の
だ
ら
う
」
な
ど
と
感
想
を
記
す
。

「
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
い
ま
だ
に
何
も
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
」

の
は
、
直
治
の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
「
私
」
の
こ
と
で
も
あ
る
。

「
私
」
は
、
直
治
の
手
記
を
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
手
記
を
書
い
て
い
る
現
在
の
「
私
」
だ
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ

た
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

そ
し
て
、
書
き
手
と
し
て
の
「
私
」
が
読
み
手
と
し
て
の
「
私
」
に

影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
読
み
手
と
し
て
の
「
私
」
は
書
き
手
と
し

て
の
「
私
」
に
変
化
を
与
え
る
。「
不
良
で
な
い
人
間
が
あ
る
だ
ら
う

か
」
と
い
う
「
夕
顔
日
誌
」
の
な
か
の
言
葉
か
ら
「
私
」
は
、「
不
良

　

だ
が
、「
私
」
は
そ
う
や
っ
て
順
調
に
母
親
と
は
違
う
存
在
に
な
っ

て
い
く
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
火
事
を
起
こ
し
た
際
に
母
親

の
言
葉
に
慰
め
ら
れ
、「
お
母
さ
ま
の
し
づ
か
な
呼
吸
と
私
の
呼
吸
が

ぴ
つ
た
り
合
」
う
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
に
「
私
」

に
と
っ
て
母
子
一
体
化
は
甘
美
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

だ
か
ら
「
初
夏
」
で
あ
る
「
け
ふ
」、
母
親
か
ら
直
治
が
帰
っ
て
く

る
と
い
う
話
を
聞
い
た
「
私
」
は
、「
か
ら
だ
を
固
く
」
す
る
の
だ
。

そ
し
て
、
経
済
的
に
庇
護
し
て
く
れ
て
い
る
叔
父
も
二
人
な
ら
ば
と
も

か
く
、
三
人
分
の
生
活
費
を
出
す
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
、「
私
」

が
あ
る
宮
様
の
家
に
ご
奉
公
に
あ
が
る
話
が
持
ち
上
が
る
。
だ
が
そ
の

話
を
聞
い
た
「
私
」
は
激
し
く
反
発
す
る
。
三
人
を
二
人
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
榊
原
理
智
が
言
う
よ
う
に
経
済
的
な
問
題

で
あ
る
は
ず
だ
が（

４
）、「

私
」
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
第
一
に
愛
情
の
問

題
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
私
」
は
母
親
が
自
分
よ
り

も
直
治
と
一
緒
に
い
た
い
の
だ
と
思
い
、
そ
れ
に
反
発
す
る
の
で
あ

る（
５
）。

　
「
私
」
は
「
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
」
と
母
親
に
言
い
、「
だ
ん
だ

ん
、
或
る
ひ
と
が
恋
ひ
し
く
て
、
恋
ひ
し
く
て
、
お
顔
を
見
て
、
お
声

を
聞
き
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な
り
」
と
書
く
。「
一
」
で
は
、「
恋
」
と

い
う
単
語
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
だ
ん
だ
ん
方
向
性
を
取
り
出
し

て
い
る
。
母
親
へ
の
反
発
が
契
機
と
な
っ
て
、「
恋
」
の
対
象
が
仄
見

え
て
く
る
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
母
子
一
体
化
か
ら
逃
れ
る
必
要
が

な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
恋
」
の
必
要
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
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の
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
三
」
で
直
治
の

「
夕
顔
日
誌
」
か
ら
「
不
良
」
と
い
う
言
葉
に
新
た
な
意
味
内
容
を
付

与
で
き
た
「
私
」
は
、
今
度
は
母
親
の
言
葉
か
ら
「
札
つ
き
の
不
良
」

と
い
う
言
葉
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
「
札
つ
き
の
不
良
」
で
あ

る
上
原
の
子
ど
も
が
欲
し
い
の
だ
と
書
く
。
そ
こ
に
、
死
産
し
た
と
い

う
「
私
」
の
過
去
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に

気
づ
く
だ
ろ
う
。「
三
」
に
お
い
て
も
、「
私
」
は
母
親
に
対
し
て
、

「
子
ど
も
が
な
い
か
ら
よ
」
と
い
う
「
自
分
で
も
全
く
思
ひ
が
け
な
か

つ
た
言
葉
」
を
口
に
出
し
て
し
ま
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
か

ら
。
だ
が
、
そ
う
し
た
事
実
は
知
ら
な
い
は
ず
の
上
原
に
と
っ
て
、
子

ど
も
が
欲
し
い
の
だ
と
い
う
「
私
」
の
言
葉
は
自
身
を
性
的
に
誘
惑
す

る
言
葉
で
し
か
な
い
。「
私
」
の
手
紙
の
言
葉
は
、「
一
」
か
ら
「
三
」

に
い
た
る
「
私
」
の
手
記
を
読
ん
で
い
る
か
ど
う
か
で
、
異
な
る
意
味

を
読
み
手
に
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

三
、「
黄
昏
」
と
「
朝
」

　
「
五
」
で
は
、
上
原
か
ら
の
返
信
が
来
な
い
こ
と
に
焦
れ
た
「
私
」

が
、
上
京
し
て
直
接
上
原
に
会
い
に
行
こ
う
と
考
え
て
い
る
と
、
母
親

の
体
調
が
急
激
に
悪
化
す
る
。
そ
れ
で
「
私
」
の
上
原
へ
の
攻
勢
は
、

い
っ
た
ん
小
休
止
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
『
経
済
学
入
門
』（
叢
文

と
は
、
優
し
さ
の
事
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
い
う
認
識
へ
と
至
る
。

「
夕
顔
日
誌
」
を
読
む
こ
と
で
、
そ
し
て
「
三
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、「
私
」
は
「
不
良
」
と
い
う
言
葉
に
新
た
な
意
味
を
付
与
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
、
世
間

か
ら
は
「
不
良
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
勇
気
を
得
る
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
私
」
は
「
夕
顔
日
誌
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
治
が

慕
っ
て
い
る
作
家
の
上
原
と
六
年
前
に
会
っ
た
出
来
事
を
回
想
す
る
。

「
恋
」
の
対
象
が
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
そ
の
姿
を
現
す
。「
私
」
が
上
原

の
こ
と
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
直
治
の
「
夕
顔
日
誌
」
を
読

ん
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い（

６
）。

　
「
四
」
は
、「
私
」
が
上
原
へ
宛
て
た
三
通
の
手
紙
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。「
五
」
に
「
こ
と
し
の
夏
、
或
る
男
の
ひ
と
に
、
三
つ
の
手
紙
を

差
し
上
げ
た
」
と
あ
る
の
で
、「
三
」
が
執
筆
さ
れ
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど

時
間
が
経
っ
て
い
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
三

通
の
手
紙
の
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
は
、「
一
」
か
ら
「
三
」
に
至
る

手
記
の
書
き
手
で
あ
る
「
私
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
手
紙
と
手
記
と
で
は
、
か
な
り
文
体
が
異
な
る
。
具
体

的
な
宛
名
に
向
け
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
手
記
と
は
違
い
、
手
紙

は
、
上
原
と
い
う
具
体
的
な
宛
名
に
向
け
ら
れ
た
誘
惑
す
る
身
振
り
に

満
ち
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
三
通
目
で
、「
私
」
の
「
札
つ
き
の
不
良
」
と
い
う
言
葉
に
対

し
て
、
母
親
が
「
札
つ
き
な
ら
、
か
へ
つ
て
安
全
で
い
い
ぢ
や
な
い
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争
の
前
も
、
戦
争
中
も
、
私
た
ち
は
そ
の
と
ほ
り
に
思
ひ
込
ん
で

ゐ
た
の
だ
が
、
敗
戦
後
、
私
た
ち
は
世
間
の
お
と
な
を
信
頼
し
な

く
な
つ
て
、
何
で
も
あ
の
ひ
と
た
ち
の
言
ふ
事
の
反
対
の
は
う
に

本
当
の
生
き
る
道
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
来
て
、
革
命
も
恋

も
、
実
は
こ
の
世
で
最
も
よ
く
て
、
お
い
し
い
事
で
、
あ
ま
り
い

い
事
だ
か
ら
、
お
と
な
の
ひ
と
た
ち
は
意
地
わ
る
く
私
た
ち
に
青

い
葡
萄
だ
と
嘘
つ
い
て
教
へ
て
ゐ
た
の
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
や
う

に
な
つ
た
の
だ
。
私
は
確
信
し
た
い
。
人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
生
れ
て
来
た
の

0

0

0

0

0

0

0

だ（
７
）。

　

こ
こ
で
は
、「
敗
戦
後
」
の
「
私
た
ち
」
の
変
化
が
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
の
「
私
た
ち
」
は
、「
私
」
と
母
親
と
を
指
し
て
い
る
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
「
私
」
や
直
治
を
含
む
「
高
等
御
乞

食
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
中
と
戦
後

で
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
実
は
本
質
的
な
部
分
で
は
何
ら
変

わ
っ
て
い
な
い
「
世
間
の
お
と
な
」
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
な
の

だ
。
こ
こ
で
「
私
」
の
手
記
は
、
初
め
て
明
確
な
宛
先
を
得
た
の
だ
と

言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
敗
戦
」
を
境
に
し
て
、
表

面
的
な
部
分
で
は
な
く
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
変
化
し
て
い
る
、
あ

る
い
は
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
私
た
ち
」
に
他
な
ら
な
い（

８
）。

以

後
、「
私
」
の
手
記
は
基
本
的
に
「
私
た
ち
」
に
向
け
て
書
か
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

母
親
の
死
を
経
て
、「
六
」
の
冒
頭
で
「
私
」
は
「
戦
闘
、
開
始
。」

閣
、
一
九
二
六
）
の
読
み
手
と
し
て
の
「
私
」
が
登
場
す
る
。「
私
」

は
そ
の
本
か
ら
、
経
済
に
つ
い
て
の
知
見
を
学
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。「
経
済
学
と
し
て
読
む
と
、
ま
こ
と
に
つ
ま
ら
な
い
。
実
に
単
純

で
わ
か
り
切
つ
た
事
ば
か
り
だ
」
と
さ
え
「
私
」
は
書
く
。
だ
が

「
私
」
は
、
著
者
の
「
片
端
か
ら
旧
来
の
思
想
を
破
壊
し
て
行
く
が
む

し
や
ら
な
勇
気
」
に
興
奮
し
、「
い
つ
た
ん
破
壊
す
れ
ば
、
永
遠
に
完

成
の
日
が
来
な
い
か
も
知
れ
ぬ
の
に
、
そ
れ
で
も
、
し
た
ふ
恋
ゆ
ゑ

に
、
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
革
命
を
起
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

の
だ
。
ロ
ー
ザ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
、
悲
し
く
ひ
た
む
き
の
恋
を
し
て

ゐ
る
」
と
、「
革
命
」
を
目
指
す
著
者
の
姿
勢
に
「
恋
」
を
見
出
す
。

『
経
済
学
入
門
』
と
い
う
書
物
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
な
か

で
「
恋
」
と
「
革
命
」
と
が
結
び
つ
く
。「
私
」
は
、
他
者
に
よ
っ
て

〈
書
か
れ
た
も
の
〉
を
き
わ
め
て
独
特
な
や
り
方
で
自
身
の
も
の
と
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
私
」
は
十
二
年
前
の
出
来
事
を
回
想
す
る
。
友
人
が
貸
し

て
く
れ
た
レ
ー
ニ
ン
の
本
を
読
ま
ず
に
返
し
た
「
私
」
が
、
そ
の
友
人

か
ら
「
あ
な
た
は
、
更
科
日
記
の
少
女
な
の
ね
」
と
言
わ
れ
た
思
い
出

で
あ
る
が
、
現
在
の
「
私
」
は
、「
あ
れ
か
ら
十
二
年
た
つ
た
け
れ
ど

も
、
私
は
や
つ
ぱ
り
更
級
日
記
か
ら
一
歩
も
進
ん
で
ゐ
な
か
つ
た
」
と

し
、
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

 

い
ま
ま
で
世
間
の
お
と
な
た
ち
は
、
こ
の
革
命
と
恋
の
二
つ
を
、

最
も
愚
か
し
く
、
い
ま
は
し
い
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
教
へ
、
戦
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そ
の
夜
、「
私
」
と
上
原
は
関
係
を
持
つ
。
上
原
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
は
「
私
」
の
望
み
に
応
え
て
し
た
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
も

は
や
「
そ
の
恋
は
、
消
え
て
ゐ
た
」「
私
」
に
と
っ
て
は
、
上
原
に
強

い
ら
れ
て
仕
方
な
く
し
た
行
為
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
「
私
」
は
、

翌
朝
、「
部
屋
が
薄
明
る
く
な
」
る
な
か
で
、
寝
て
い
る
上
原
の
顔
を

見
て
、「
貴
い
犠
牲
者
」
で
あ
る
と
思
う
。
再
会
す
る
ま
で
の
上
原
は

「
札
つ
き
の
不
良
」
と
し
て
の
価
値
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
時
代
の

「
犠
牲
者
」
と
し
て
、
上
原
に
あ
ら
た
め
て
価
値
が
見
出
さ
れ
る
の

だ
。
そ
こ
で
は
、「
か
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
生
き
て
行
か
れ
な
い
の

か
も
知
れ
な
い
」
と
し
て
、
上
原
の
み
す
ぼ
ら
し
く
な
っ
た
外
見
も
、

粗
悪
な
言
動
も
、
す
べ
て
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
が
幸
福
だ
と
述
べ
る
「
私
」
に
対
し
て
、
上
原
は
「
で
も
、
も

う
、
お
そ
い
な
あ
。
黄
昏
だ
」
と
言
い
、「
私
」
は
そ
れ
に
「
朝
で
す

わ
」
と
答
え
る
。
部
屋
の
な
か
に
差
す
日
の
光
は
、
文
字
通
り
の
「
斜

陽
」
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
上
原
に
と
っ
て
「
黄
昏
」
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
も
の
が
、「
私
」
に
と
っ
て
は
「
朝
」
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で

「
斜
陽
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
両
義
性
が
明
ら
か
と
な
る
。
通
常
、「
斜

陽
」
と
い
え
ば
夕
日
を
意
味
す
る
が
、
実
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
朝

日
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
作
品
に
〝
滅
び
〟
だ

け
を
見
出
す
の
は
適
当
で
は
な
い
。『
斜
陽
』
と
い
う
作
品
は
、
見
方

に
よ
っ
て
、「
黄
昏
」
を
描
い
た
も
の
に
も
「
朝
」
を
描
い
た
も
の
に

も
変
わ
り
う
る
の
で
あ
る
。

と
書
く（

９
）。

い
よ
い
よ
上
京
し
て
、
上
原
に
直
接
会
う
こ
と
に
し
た
の
で

あ
る
。「
私
」
は
『
聖
書
』
マ
タ
イ
伝
福
音
書
の
言
葉
を
も
利
用
し
な

が
ら
、
我
が
身
を
奮
い
立
た
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
何
だ
か
わ
か
ら

ぬ
愛
の
た
め
に
、
恋
の
た
め
に
、
そ
の
悲
し
さ
の
た
め
に
、
身
と
霊
魂

と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
、
あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と

言
ひ
張
り
た
い
の
だ
」。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
西
荻
窪
の
飲
み
屋
で
再
会
し
た
上
原
は

「
ま
る
つ
き
り
、
も
う
、
違
つ
た
ひ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
り
、

す
っ
か
り
外
見
が
み
す
ぼ
ら
し
く
な
っ
た
上
原
の
こ
と
を
「
一
匹
の
老

猿
」
と
さ
え
「
私
」
は
書
く
。
ま
さ
し
く
「
反
恋
愛
小
説）

（注
（

」
と
で
も
言

え
る
よ
う
な
展
開
な
の
だ
が
、「
私
」
は
来
た
ば
か
り
で
帰
る
こ
と
も

で
き
ず
、
上
原
た
ち
の
宴
会
の
様
を
眺
め
る
。

　

飲
み
屋
で
上
原
を
含
む
一
〇
人
ば
か
り
の
人
間
は
「
ギ
ロ
チ
ン
、
ギ

ロ
チ
ン
、
シ
ユ
ル
シ
ユ
シ
ユ
シ
ユ
」
と
い
う
乾
杯
の
か
け
声
で
「
は
ず

み
を
つ
け
て
、
無
理
に
お
酒
を
喉
に
流
し
込
ん
で
ゐ
る
様
子
で
あ
つ

た
」。
山
崎
正
純
は
そ
の
乾
杯
の
か
け
声
に
、
つ
い
に
自
ら
の
手
で

「
革
命
」
を
果
す
こ
と
が
で
き
ず
、「
配
給
さ
れ
た
自
由）

（（
（

」
を
享
受
す
る

し
か
な
か
っ
た
者
た
ち
の
「
決
定
的
な
無
力
感）

（注
（

」
を
見
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
そ
れ
は
正
し
い
。
そ
の
か
け
声
を
唱
和
す
る
者
の
一
人
は
、
次

の
よ
う
に
言
う
。「
こ
れ
か
ら
東
京
で
生
活
し
て
行
く
に
は
だ
ね
、
コ

ン
チ
ワ
ア
、
と
い
う
軽
薄
き
は
ま
る
挨
拶
が
平
気
で
出
来
る
や
う
で
な

け
れ
ば
、
と
て
も
駄
目
だ
ね
。（
中
略
）
重
厚
？　

誠
実
？　

ペ
ツ
、

プ
ツ
だ
。
生
き
て
行
け
や
し
ね
え
ぢ
や
な
い
か
」。
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の
は
あ
な
た
で
す
。
生
き
る
目
標
を
与
え
て
下
さ
っ
た
の
は
、
あ
な
た

で
す
」
と
書
い
て
お
り
、
直
治
の
上
原
に
対
す
る
見
方
を
肯
定
は
し
て

い
な
い
よ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
も
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な

い
。「
私
」
は
自
身
が
上
原
に
「
捨
て
ら
れ
」
た
と
書
く
が
、
実
は
直

治
の
遺
書
を
読
ん
だ
結
果
と
し
て
、「
私
」
の
ほ
う
か
ら
積
極
的
に
上

原
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
私
」
は
「
革
命
」
に
つ
い
て
、
手
紙
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
く
。

　
　

 　

革
命
は
、
い
つ
た
い
、
ど
こ
で
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
す

く
な
く
と
も
、
私
た
ち
の
身
の
ま
は
り
に
於
い
て
は
、
古
い
道
徳

は
や
つ
ぱ
り
そ
の
ま
ま
、
み
ぢ
ん
も
変
ら
ず
、
私
た
ち
の
行
く
手

を
さ
へ
ぎ
つ
て
ゐ
ま
す
。
海
の
表
面
の
波
は
何
や
ら
騒
い
で
ゐ
て

も
、
そ
の
底
の
海
水
は
、
革
命
ど
こ
ろ
か
、
み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、

狸
寝
入
で
寝
そ
べ
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
も
の
。

　　

こ
こ
で
は
、「
海
の
表
面
の
波
」
と
「
そ
の
底
の
海
水
」
と
が
対
比

さ
れ
、
前
者
は
「
騒
い
で
い
」
る
が
、
後
者
は
「
狸
寝
入
り
で
寝
そ
べ

つ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
さ
れ
る
。
戦
時
中
か
ら
戦
後
へ
と
変
わ
り
、
表
面

的
に
は
軍
国
主
義
か
ら
民
主
主
義
の
社
会
へ
と
変
わ
っ
た
よ
う
で
い

て
、
実
は
そ
の
本
質
は
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。
直
治
の
遺
書

の
言
葉
を
使
っ
て
い
え
ば
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
も
民
主
主
義
も
、
こ
の
国

で
は
「
牛
太
郎
」
の
論
理
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
。
戦
後
の
民
主
主

義
を
、
い
や
戦
時
中
の
軍
国
主
義
で
さ
え
も
、
そ
れ
を
本
当
に
理
解
し

四
、「
私
」
の
変
貌

　
「
七
」
の
大
部
分
は
直
治
の
遺
書
で
あ
り
、「
八
」
の
大
部
分
は

「
私
」
が
上
原
へ
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
「
私
」
の
手
記

と
し
て
は
、「
七
」
で
は
「
直
治
の
遺
書
。」
と
い
う
言
葉
が
直
治
の
遺

書
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
し
、「
八
」
で
は
、
手
紙
の
前
に

「
皆
が
、
私
か
ら
離
れ
て
行
く
」
な
ど
と
い
う
四
行
ほ
ど
の
短
い
コ
メ

ン
ト
が
あ
る
だ
け
だ
。「
僕
は
、
貴
族
で
す
」
と
最
後
に
書
き
つ
け
て

い
る
直
治
の
遺
書
を
「
私
」
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
読
ん
だ
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
に
つ
い
て
、『
斜
陽
』
と
い
う
作
品
は
少
し

も
答
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

　

た
と
え
ば
、「
き
つ
と
姉
さ
ん
は
、
結
婚
な
さ
つ
て
、
子
供
が
出
来

て
、
夫
に
た
よ
つ
て
生
き
抜
い
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
、
思
つ

て
ゐ
る
ん
で
す
」
と
い
う
箇
所
な
ど
、
直
治
が
結
局
は
旧
来
の
価
値
観

を
相
対
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と

の
で
き
る
記
述
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
「
私
」
が
肯
定
的
な
感
情
を

持
つ
と
い
う
こ
と
は
想
像
し
づ
ら
い
。
が
、「
私
」
は
特
に
何
の
論
評

も
加
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。

　
「
八
」
の
上
原
へ
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、「
あ
な
た
の
人
格
の
く
だ

ら
な
さ
を
、
私
は
こ
な
い
だ
も
或
る
ひ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
承
り
ま
し

た
が
」
と
あ
る
の
は
直
治
の
遺
書
を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
続
け
て
「
私
」
は
「
で
も
、
私
に
こ
ん
な
強
さ
を
与
え
て
下
さ
っ

た
の
は
、
あ
な
た
で
す
。
私
の
胸
に
、
革
命
の
虹
を
か
け
て
下
さ
っ
た



― 132 ―

ば
、〝
滅
び
〟
で
は
な
く
〝
再
生
〟
を
、「
黄
昏
」
で
は
な
く
「
朝
」
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
私
た

ち
」
に
よ
っ
て
、「
狸
寝
入
り
で
寝
そ
べ
つ
て
ゐ
る
」
世
界
を
変
え
て

い
く
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、〈
書
か
れ
た
も
の
〉
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
意
味

が
容
易
に
変
わ
り
う
る
。
最
後
の
手
紙
を
書
い
た
と
き
の
「
私
」
の
状

況
や
、
そ
の
後
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
情
報
が
『
斜
陽
』
に
は
あ
ま
り

に
も
少
な
い
こ
と
は
確
か
だ
。
高
田
知
波
が
「
書
簡
部
分
の
高
揚
し
た

ト
ー
ン
と
、
章
頭
に
付
さ
れ
た
短
い
コ
メ
ン
ト
部
分
の
沈
ん
だ
ト
ー
ン

と
の
落
差
は
、「
最
後
の
手
紙
」
の
言
葉
を
か
ず
子
の
到
達
点
と
し
て

絶
対
化
さ
せ
な
い
機
能
を
果
た
し
て
い
る）

（注
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
最
後
の
手
紙
が
ど
こ
ま
で
「
私
」
の
真
意
を
表
し
て
い
る
か
と
い

う
と
、
実
は
確
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
最
後
の
手
紙
の
高
揚
し
た
言

葉
は
、
精
一
杯
の
負
け
惜
し
み
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、〈
書
か
れ
た
も
の
〉
の
集
積
で
あ
る
『
斜
陽
』

は
、
読
者
に
よ
っ
て
異
な
る
結
末
へ
と
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。「
私
た

ち
」
に
含
ま
れ
る
と
感
じ
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦

へ
と
続
く
「
道
徳
革
命
」
の
道
程
が
仄
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う

で
は
な
い
読
者
で
あ
れ
ば
、
か
ず
子
が
〝
滅
び
〟
へ
と
向
か
っ
て
い
く

哀
愁
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
そ
の
斜
め
に
差

す
日
の
光
は
、
夕
日
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
朝
日
だ
ろ
う
か
―
―
？

　

た
り
、
信
じ
た
り
し
た
者
が
い
っ
た
い
、
ど
れ
ほ
ど
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
『
経
済
学
入
門
』
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
「
恋
」
と
結
び
つ
い
た
「
革
命
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
最
後
の

手
紙
に
お
い
て
「
道
徳
革
命
」
と
い
う
語
へ
と
変
化
し
て
い
る
。「
一
」

で
の
「
い
つ
は
り
」
の
「
安
穏
」
と
は
「
私
」
に
と
っ
て
、「
私
」
と

「
お
母
さ
ま
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
日
々
で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
だ

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
や）

（注
（

、
直
治
の
手
記
や
遺
書
な
ど
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、「
私
」
の
視
線
は
社
会
全
体
へ
と
向
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

と
言
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
私
」
の
未
来
が
明
る
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
。「
私
」

は
「
こ
れ
ま
で
の
第
一
回
戦
で
は
、
古
い
道
徳
を
わ
づ
か
な
が
ら
押
し

の
け
得
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
こ
ん
ど
は
、
生
れ
る
子
と

共
に
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
を
た
た
か
ふ
つ
も
り
で
ゐ
る
の
で
す
」

と
書
く
が
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
ど
こ
ろ
か
、
第
一
回
戦
で
さ
え

「
私
」
の
優
勢
で
あ
る
と
認
め
る
読
者
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、「
マ
リ
ヤ
が
、
た
と
ひ
夫
の
子
で
な
い
子
を
生
ん
で
も
、
マ

リ
ヤ
に
輝
く
誇
り
が
あ
つ
た
ら
、
そ
れ
は
聖
母
子
に
な
る
の
で
ご
ざ
い

ま
す
」
と
「
私
」
が
言
う
よ
う
に
、
世
間
一
般
に
お
い
て
〝
負
け
〟
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
当
人
に
あ
っ
て
は
〝
勝
ち
〟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
る
し
、
や
が
て
は
そ
の
子
ど
も
が
世
界
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　
「
私
」
の
手
記
が
「
私
た
ち
」
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
そ
う
。「
世
間
の
お
と
な
」
に
対
置
さ
れ
る
「
私
た
ち
」
で
あ
れ
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ず
子
の
中
で
創
り
直
さ
れ
た
〝
過
去
〟
に
他
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

（
7
） 『
斜
陽
』
の
前
半
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
も
太
田

静
子
の
日
記
を
元
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
日
記
に
は
「
敗
戦

後
、
私
た
ち
は
世
間
の
お
と
な
を
信
用
し
な
く
な
っ
て
」
な
ど
と
い
う

記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
小
森
陽
一
「
解
説
」（『
斜
陽
日
記
』
小
学
館
、

一
九
九
八
・
六
）
が
言
う
よ
う
に
、『
斜
陽
』
で
は
「
こ
の
部
分
に
、

戦
前
、
戦
中
と
、「
敗
戦
後
」
の
決
定
的
な
思
想
の
分
岐
点
で
あ
る
と

い
う
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
静

子
の
日
記
は
太
宰
の
死
後
、『
斜
陽
日
記
』（
石
狩
書
房
、
一
九
四
八
・

一
〇
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。『
斜
陽
』
と
『
斜
陽
日
記
』
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
相
馬
正
一
「『
斜
陽
日
記
』
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

―
―
創
作
「
相
模
曽
我
日
記
」
の
活
字
化
」（「
国
文
学
」
一
九
九
九
・

六
）
を
参
照
。

（
8
） 

中
村
三
春
「「
斜
陽
」
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
〝
革
命
〟
―
―
属
領
化
す
る

レ
ト
リ
ッ
ク
」（「
国
文
学
」
一
九
九
九
・
六
）
は
、
こ
の
作
品
に
「
あ

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
否
定
し
、
別
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
打
ち
立
て
る
」

運
動
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
「
私
」
は

「
お
と
な
」
に
対
峙
す
る
「
私
た
ち
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
打
ち

立
て
た
の
で
あ
る
。

（
9
） 

前
田
愛
が
瀬
戸
内
晴
美
と
の
対
談
（『
名
作
の
な
か
の
女
た
ち
』
角
川

書
店
、
一
九
八
四
・
一
〇
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
戦
闘
、
開

始
。」
と
い
う
言
葉
は
、
山
崎
富
栄
の
日
記
（
一
九
四
七
年
三
月
二
七

日
）
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
戦
闘
開
始
！　

覚
悟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
先
生
を
敬
愛
す
る
」（
山
崎
富

栄
『
愛
は
死
と
共
に
』
石
狩
書
房
、
一
九
四
八
・
九
）。

　

注
（
１
） 
た
と
え
ば
、
奥
野
健
男
「『
斜
陽
』
小
論
」（「
近
代
文
学
」
一
九
五

三
・
六
）
は
「
四
人
の
登
場
人
物
は
皆
作
者
の
分
身
で
あ
」
り
、「「
斜

陽
」
は
こ
の
四
人
四
様
の
滅
び
の
宴
で
す
」
と
述
べ
、
饗
庭
孝
男
『
太

宰
治
論
』（
講
談
社
、
一
九
七
六
・
一
二
）
は
、「
四
人
の
登
場
人
物
の

い
ず
れ
も
が
、
太
宰
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
あ
る
べ
き
姿
を
分
有
し

な
が
ら
あ
ら
わ
れ
て
」
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
捉
え

方
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
花
岡
紗
椰
香
「『
斜
陽
』

論
―
―
復
員
者
と
い
う
視
点
で
見
る
直
治
」（「
日
本
文
学
研
究
」
二
〇

一
八
・
二
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
直
治
は
作
者
・
太
宰
と
は
実

際
に
は
異
な
る
点
が
多
々
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
太
宰
の
過
去
を
反
映

し
た
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
と
は
異
な
る
特

徴
（
復
員
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
）
が
不
可
視
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

（
２
） 

高
田
知
波
「「
斜
陽
」
論
―
―
ふ
た
つ
の
「
斜
陽
」・
変
貌
す
る
語
り
手
」

（「
国
文
学
」
一
九
九
一
・
四
）

（
３
） 

斎
藤
理
生
「
太
陽
と
言
葉
―
―
『
斜
陽
』
試
論
」（「
太
宰
治
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ
」
二
〇
〇
六
・
六
）

（
４
） 

榊
原
理
智
「
語
る
行
為
の
小
説
―
―
『
斜
陽
』
の
消
滅
す
る
〈
語
り

手
〉」（「
日
本
文
学
」
一
九
九
七
・
三
）

（
５
） 

石
井
洋
二
郎
『
身
体
小
説
論
―
―
漱
石
・
谷
崎
・
太
宰
』（
藤
原
書
店
、

一
九
九
八
・
一
二
）
は
、「
お
母
さ
ま
」
の
傍
ら
に
い
る
「
私
」
に
「
男

性
化
へ
の
傾
斜
」
や
「
両
性
具
有
的
な
曖
昧
さ
」
を
見
出
し
て
い
る
。

（
６
） 

安
藤
宏
『
太
宰
治
論
』（
東
京
大
学
出
版
部
、
二
〇
二
一
・
一
二
）

は
、「
こ
の
回
想
部
は
決
し
て
単
な
る
過
去
の
再
現
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
〈
夕
顔
日
誌
〉
に
触
発
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
直
治
を
中
心
に
か



― 134 ―

（
10
） 

高
田
前
掲
論
文

（
11
） 
河
上
徹
太
郎
「
配
給
さ
れ
た
自
由
」（「
東
京
新
聞
」
一
九
四
五
・
一

〇
・
二
六
、
二
七
）
は
、「
自
由
も
配
給
品
の
一
つ
と
し
て
結
構
珍
重

さ
れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
し
か
も
今
の
場
合
、
此
の
自
由
が
亦
舶
来
と

来
て
ゐ
る
」
と
皮
肉
な
調
子
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
置
か
れ
て
い
る
日

本
の
状
況
を
評
し
て
い
る
。
河
上
の
書
き
ぶ
り
に
違
和
感
を
表
明
す
る

中
野
重
治
「
冬
に
入
る
」（「
展
望
」
一
九
四
六
・
一
）
も
ま
た
、「
日

本
の
国
民
が
今
持
つ
て
ゐ
る
自
由
は
た
し
か
に
国
民
が
こ
れ
を
全
面
的

に
獲
得
し
た
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
国
民
は
、
王
の
処
刑
を
ふ
く
む

革
命
の
実
行
を
し
た
も
の
で
も
な
く
、
バ
ス
チ
ー
ユ
の
破
壊
を
実
行
し

た
も
の
で
も
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
（
中
略
）
い
は
ば
外
側
か
ら
与
へ
ら

れ
た
も
の
で
あ
つ
た
」
と
し
て
お
り
、
占
領
期
日
本
の
「
自
由
」
が

「
外
側
か
ら
与
へ
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
自
体
は
共
有
し

て
い
る
。

（
12
） 

山
崎
正
純
「「
斜
陽
」
―
―
敗
戦
後
思
想
と
〈
革
命
〉
の
エ
ス
キ
ス
」

（「
国
文
学
」
二
〇
〇
二
・
一
二
）。
た
だ
し
、
山
崎
は
一
九
四
六
年
前

半
に
「
決
定
的
な
無
力
感
を
強
烈
な
倫
理
性
へ
と
読
み
替
え
る
ま
な
ざ

し
の
社
会
的
規
模
で
の
消
滅
」
を
見
出
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
ま
な
ざ

し
を
備
え
て
い
た
人
間
は
も
と
も
と
中
野
重
治
ほ
か
少
数
で
し
か
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
な
か
っ
た
も
の
を
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て

表
象
す
る
の
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
期
検
閲
に
歪
め
ら
れ
る
前
の

〝
真
正
な
言
語
空
間
〟
を
無
想
し
て
し
ま
う
江
藤
淳
『
閉
さ
れ
た
言
語

空
間
―
―
占
領
軍
の
検
閲
と
戦
後
日
本
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
九
・

八
）
と
同
種
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

（
13
） 「
私
」
は
「
レ
ニ
ン
選
集
、
そ
れ
か
ら
カ
ウ
ツ
キ
イ
の
「
社
会
革
命
」

な
ど
」
も
直
治
の
部
屋
か
ら
借
り
て
自
分
の
机
の
上
に
置
い
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
読
ん
だ
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

（
14
）
高
田
前
掲
論
文

　

※ 

本
文
の
引
用
は
、『
太
宰
治
全
集
』
第
一
〇
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九

九
・
一
）
に
拠
る
。


