
フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

-
ホ
フ
マ
ン
の
ツ
ァ
ヘ
ス
と
淑
石
の
猫
の
溺
死
に
つ
い
て
-

梅
　
　
内
　
　
幸
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第
〓
即
　
主
人
公
の
溺
死

W
�
"
E
-
"
�
"
<
　
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
に
お
け
る
主
人
公
で
あ
る
牡
猫
ム
ル
の
死
は
､
こ
の
未
完
の
長
編
小
説
に
お
い
て
は

措
か
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'
ゲ
ー
テ
が
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
　
に
お
い
て
､
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
と
の
三
角
関
係
に
よ
る
悩
み
か

ら
主
人
公
を
自
殺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
逆
に
作
者
の
ゲ
ー
テ
自
身
が
自
分
の
恋
の
悩
み
を
克
服
し
た
と
い
う
事
実
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
､

ホ
フ
マ
ン
自
身
も
主
人
公
ム
ル
を
､
自
殺
と
ま
で
は
ゆ
か
ぬ
ま
で
も
'
な
ん
ら
か
の
形
で
死
な
せ
'
主
人
公
の
死
で
も
っ
て
こ
の
長
編
小
説
を

完
結
さ
せ
た
可
能
性
は
大
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
ホ
フ
マ
ン
も
､
ゲ
ー
テ
と
同
じ
よ
う
に
､
ユ
ー
リ
ア
と
の
片
思
い
と
失
恋
の
痛
手
か
ら
立

(
-
)

ち
直
る
た
め
に
､
こ
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
を
執
筆
し
た
こ
と
は
'
疑
う
べ
-
も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
が
従
来
(
　
日
本
の
国
文
学
者
や
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
比
較
･
検
討
さ
れ
て
き
た
の
は
､
も
っ
ぱ

ら
夏
目
淑
石
の
長
編
小
説
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
の
関
連
に
拠
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
｢
猫
の
溺
死
｣
と
い
う
観
点
で
､
興
味
深
い
分

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑
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亡　　　　　二

二コ

析
結
果
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
ホ
フ
マ
ン
の
作
品
は
､
む
し
ろ
　
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
の
方
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
と
い
う

の
も
'
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
　
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
は
､
ま
さ
し
-
｢
主
人
公
の
溺
死
｣
と
い
う
局
面
に
お
い
て
比
較
さ
れ
う
る
し
､
イ

ロ
ニ
ー
と
フ
モ
ー
ル
の
相
互
関
係
と
い
う
点
に
お
い
て
､
両
長
編
小
説
は
､
多
-
の
合
致
点
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

第
二
節
　
転
倒
し
た
世
界

一
八
一
四
年
に
完
成
さ
れ
た
初
期
の
傑
作
『
黄
金
の
壷
』
は
､
ホ
フ
マ
ン
が
重
い
リ
ュ
ー
マ
チ
に
握
っ
て
病
床
に
臥
し
て
い
る
間
に
書
き
上

げ
ら
れ
た
｡
晩
年
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
　
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
､
ま
た
の
名
を
ツ
ィ
ノ
ー
バ
ー
』
と
　
『
蚤
の
親
方
』
も
'
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

●

る
｡
肉
体
が
病
ん
で
'
激
し
い
苦
痛
に
苛
ま
さ
れ
る
と
き
､
逆
に
ホ
フ
マ
ン
の
精
神
は
高
揚
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
の
構

想
は
､
『
黄
金
の
壷
』
　
や
　
『
悪
魔
の
霊
液
』
　
な
ど
の
ホ
フ
マ
ン
文
学
に
お
い
て
よ
-
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
病
床
に
臥
し
て
い
る
間
に
錬
ら
れ
'

推
敵
さ
れ
て
､
頭
の
中
で
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
､
ホ
フ
マ
ン
の
長
年
の
友
人
で
あ
-
'
最
初
の
ホ
フ
マ
ン
の

伝
記
『
W
�
"
H
�
"
<
　
ホ
フ
マ
ン
の
生
涯
と
遺
稿
』
を
書
い
た
ユ
ー
リ
ウ
ス
･
エ
ー
ド
ウ
ア
ル
ー
･
ヒ
ツ
ィ
ヒ
の
記
述
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら

(
2
)

れ
る
｡｢

な
ん
で
も
逆
さ
ま
に
し
て
し
ま
う
｣
と
い
う
ホ
フ
マ
ン
の
着
想
は
'
ホ
フ
マ
ン
が
一
八
一
九
年
一
月
二
四
日
の
四
三
歳
の
誕
生
日
に
'
ピ
ユ

ク
ラ
ー
-
ム
ス
カ
ウ
伯
爵
宛
に
書
き
送
っ
た
手
紙
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
｡
こ
の
中
で
ホ
フ
マ
ン
は
'
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
を
｢
イ
ロ
ニ
ー
化

す
る
幾
分
奔
放
な
､
幻
想
力
の
産
物
で
あ
る
｣
と
見
な
し
て
い
る
が
'
し
か
し
'
同
時
に
主
人
公
の
ツ
ァ
ヘ
ス
を
｢
フ
モ
ー
ル
に
よ
る
奇
形
児
｣

(
3
)

と
し
て
措
い
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
｡

実
際
'
ホ
フ
マ
ン
の
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
に
関
す
る
考
え
は
'
忠
実
に
こ
の
童
話
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
語
は
､
ギ
リ



シ
ア
語
に
お
い
て
｢
偽
装
｣
　
(
V
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
)
を
意
味
し
て
い
た
｡
こ
の
語
は
､
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
フ
ア
ネ
ス
に
お
い
て
主
に
､
｢
噸
笑
的

(
4
)

偽
装
に
よ
っ
て
相
手
を
笑
い
者
に
し
､
欺
-
こ
と
｣
を
指
し
て
い
た
｡
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
､
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
を
対
話
に
お
け
る
言
語
上
の
武
器

と
し
て
用
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
聞
き
手
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
は
､
イ
デ
ー
の
王
国
､
す
な
わ
ち
真
の
存
在
に
他
な
ら

な
い
｡
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
図
式
は
'
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
に
お
い
て
も
､
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

パ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
､
友
人
の
フ
ァ
ー
ビ
ア
ン
と
共
に
グ
ロ
テ
ス
ク
な
姿
格
好
の
ツ
ァ
ヘ
ス
に
出
会
う
｡
こ
の
醜
い
ツ
ァ
ヘ
ス
は
､
妖
精
ロ
ー

ゼ
ン
シ
ェ
ー
ン
嬢
の
魔
法
に
よ
っ
て
､
周
囲
の
人
々
の
素
晴
ら
し
い
行
為
や
美
徳
を
す
べ
て
自
分
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
能
力
を
獲
得
し
て
い

(
5
)

る
｡
こ
う
し
て
､
ツ
ァ
ヘ
ス
の
ぶ
ざ
ま
な
馬
の
乗
-
方
は
'
｢
領
主
さ
ま
お
か
か
え
の
馬
術
教
師
長
み
た
い
に
上
品
な
物
腰
｣
　
へ
と
入
れ
替
わ

-
､
彼
の
｢
猫
の
よ
う
な
か
な
き
-
声
｣
(
S
.
3
6
)
が
､
パ
ル
タ
ザ
ー
ル
の
'
カ
ン
デ
ィ
ダ
へ
の
恋
の
思
い
を
込
め
た
詩
の
朗
読
と
入
れ
替
わ
る
｡

さ
ら
に
､
物
理
学
の
テ
ル
ピ
ン
教
授
の
気
の
き
い
た
奇
術
へ
の
賞
賛
は
ツ
ァ
ヘ
ス
の
も
の
と
な
り
､
イ
タ
リ
ア
人
の
名
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
I
で
あ

る
ス
ビ
オ
ッ
カ
氏
の
天
才
的
演
奏
の
称
賛
も
ツ
ァ
ヘ
ス
の
も
の
と
な
-
､
女
流
歌
手
ブ
ラ
ガ
ツ
チ
I
へ
の
賛
辞
も
ツ
ァ
ヘ
ス
に
帰
す
る
と
こ
ろ

と
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
述
べ
た
偽
装
は
､
あ
る
意
味
に
お
い
て
､
イ
ロ
ニ
ー
の
も
つ
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
偽
装
の
民
に
は
ま
り
込
ん
だ
人
々

は
､
一
様
に
当
時
の
啓
蒙
運
動
が
導
入
さ
れ
て
い
た
政
治
体
制
の
不
合
理
さ
と
い
う
真
実
を
認
識
し
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
啓
蒙
運

動
に
名
を
借
-
た
不
合
理
さ
こ
そ
は
､
作
者
ホ
フ
マ
ン
が
こ
の
童
話
に
お
い
て
風
刺
し
た
政
治
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
三
節
　
啓
蒙
運
動

若
い
領
主
パ
フ
ヌ
ー
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
総
理
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
ア
ン
ド
レ
ス
は
､
啓
蒙
運
動
の
導
入
を
領
主
に
進
言
す
る
｡
総
理
大
臣

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

-　　　　▲
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四

の
主
張
す
る
ご
と
-
､
国
内
の
植
林
や
交
通
機
関
の
整
備
､
農
業
技
術
の
促
進
､
学
校
教
育
の
改
善
な
ど
は
､
時
代
が
新
た
な
局
面
を
迎
え
よ

う
と
す
る
過
渡
期
に
あ
っ
て
は
､
常
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
れ
で
は
一
体
､
総
理
大
臣
の
啓
蒙
運
動
政
策
の
ど
の
点
が

間
違
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
総
理
大
臣
が
､
｢
理
性
に
耳
を
傾
け
ず
に
､
全
-
の
た
わ
ご
と
を
言
っ
て
民
衆
を
惑
わ
す
危
険
分
子
｣

(
S
.
1
6
)
　
と
名
付
け
て
い
る
者
と
は
､
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
を
初
め
と
す
る
妖
女
た
ち
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
自
然
を
理
解
し
､
自
然
か
ら

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
汲
み
取
る
こ
の
能
力
と
は
､
換
言
す
る
と
､
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
力
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
総
理
大
臣
の
主
張
に
よ
る
と
､
啓
蒙

思
想
に
基
づ
い
て
｢
森
林
を
伐
採
し
た
-
'
河
川
を
航
行
可
能
に
し
た
-
､
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
栽
培
し
た
-
､
田
舎
の
小
学
校
を
改
善
し
た
-
､

ア
カ
シ
ア
や
ポ
プ
ラ
を
植
樹
し
た
-
､
青
少
年
に
朝
の
歌
や
夕
の
歌
を
二
部
合
唱
で
歌
わ
せ
た
-
､
道
路
を
舗
装
し
た
-
､
種
痘
の
予
防
を
実

施
し
た
-
す
る
よ
-
も
前
に
｣
　
(
S
.
1
6
)
　
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
て
､
次
の
よ
う
な
政
策
を
執
る
よ
う
主
張
す
る
｡

｢
〔
-
-
〕
　
理
性
に
耳
を
傾
け
ず
に
､
全
-
の
た
わ
ご
と
を
言
っ
て
民
衆
を
惑
わ
す
危
険
分
子
を
､
一
人
残
ら
ず
こ
の
国
か
ら
追
放
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
｡

(S.16)

そ
う
い
う
者
ど
も
は
､
ま
ず
『
千
一
夜
物
語
』
を
読
ん
だ
連
中
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
､
ご
領
主
さ
ま
｡
〔
-
-
〕
｣

さ
ら
に
総
理
大
臣
は
､
こ
の
能
力
を
｢
ポ
エ
ジ
ー
｣
　
S
.
I
7
)
と
も
呼
ん
で
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
も
し
彼
が
頑
迷
固
随
な
人
間
で
あ
っ
て
､

国
か
ら
妖
女
た
ち
全
員
を
追
放
し
て
い
た
と
し
た
ら
､
逆
に
こ
の
国
は
､
啓
蒙
運
動
ど
こ
ろ
で
は
な
-
､
発
展
力
を
失
っ
て
硬
直
化
し
､
窒
息

(
6
)

状
態
の
中
で
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
'
法
律
家
で
も
あ
っ
た
ホ
フ
マ
ン
が
､
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
判
事
と
し
て
常

に
危
倶
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
に
対
す
る
い
わ
ば
警
告
と
し
て
彼
は
､
最
晩
年
に
　
『
蚤
の
親
方
』
を
'
死
の
床
に
就
き
な
が

ら
書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
｡



妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
は
､
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
詩
人
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
､
ま
た
同
時
に
こ
の
童
話
に
お
い
て
は
､
一
連
の
イ

ロ
ニ
ー
の
担
い
手
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
慈
悲
と
同
情
に
溢
れ
る
彼
女
の
人
間
性
も
､
決
し
て
否
定
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
彼
女

を
追
放
し
ょ
う
と
画
策
し
た
総
理
大
臣
と
領
主
の
方
が
､
分
別
の
な
い
人
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
醜
い
奇
形
児
で
あ
る

ッ
ァ
ヘ
ス
に
自
己
実
現
へ
の
意
志
も
､
自
力
救
済
の
力
も
無
い
こ
と
を
見
抜
け
ず
に
､
熟
考
も
せ
ず
ツ
ァ
ヘ
ス
に
他
人
の
理
想
的
容
姿
と
交
換

で
き
る
能
力
を
与
え
た
こ
と
は
､
妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
の
浅
は
か
さ
を
示
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
｡
た
だ
し
'
彼
女
の
浅
は
か
さ

を
イ
ロ
ニ
ー
の
機
能
と
比
較
検
討
す
る
と
き
､
こ
の
浅
は
か
さ
は
'
彼
女
の
人
間
的
欠
点
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
'
む
し
ろ
イ
ロ
ニ
ー

の
機
能
そ
の
も
の
の
本
質
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
至
っ
て
妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
は
､
ド
ク
ト
ル
･
プ
ロ
ス
パ
ー
･
ア
ル
パ
-
ヌ
ス
と
の
魔
術
に
よ
る
戟
い
に
敗
れ
た
後
に
よ

う
や
-
､
自
ら
の
非
を
悟
-
､
こ
れ
と
同
時
に
､
す
べ
て
自
分
の
思
い
通
-
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
卑
小
さ
と
慢
心
に
気
づ
く
の
で
あ

る
｡第

四
節
　
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
偽
装

『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
に
お
い
て
､
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
偽
装
の
場
面
が
頻
繁
に
措
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
は
､

妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
が
､
貧
窮
の
ど
ん
底
に
陥
-
､
し
か
も
哀
れ
な
奇
形
児
を
産
ん
で
､
絶
望
の
あ
ま
-
死
ぬ
こ
と
を
望
ん
で
い
る

リ
ー
ゼ
婆
さ
ん
に
同
情
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
｡
俗
世
で
は
フ
ォ
ン
･
ロ
ー
ゼ
ン
シ
ェ
ー
ン
嬢
と
名
乗
っ
て
い
る
こ
の
妖

女
は
､
こ
の
リ
ー
ゼ
婆
さ
ん
に
深
い
同
情
の
念
を
覚
え
､
そ
の
哀
れ
な
奇
形
児
に
恩
寵
を
与
え
る
決
心
を
す
る
｡

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
用
い
た
イ
ロ
ニ
ー
の
図
式
を
考
察
し
て
み
る
と
き
､
次
の
よ
う
な
手
続
き
が
踏
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
ま
ず
第
一
に
､

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

五
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ノヽ

話
し
手
は
､
偽
装
と
い
う
手
段
を
用
い
て
､
つ
ま
-
'
自
分
を
無
知
な
る
者
と
称
し
て
低
い
立
場
に
置
き
､
同
時
に
相
手
を
高
い
立
場
に
置
-

こ
と
に
よ
っ
て
'
相
手
の
警
戒
心
を
解
除
さ
せ
'
現
実
世
界
の
論
理
か
ら
抜
け
だ
さ
せ
る
｡
第
二
に
'
話
し
手
は
､
相
手
に
現
実
の
世
界
を
超

え
た
理
想
の
世
界
を
対
峠
さ
せ
､
こ
れ
を
認
知
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
図
式
は
､
簡
略
に
す
れ
ば
､
テ
ー
ゼ
ー
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
ー
ジ
ン
テ
ー

ゼ
と
い
う
弁
証
法
的
発
展
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
弁
証
法
的
発
展
経
過
に
お
い
て
は
'
次
の
三
つ
の
構
成
要
素
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

一
､
話
し
手
は
､
相
手
よ
-
も
高
い
認
識
を
も
っ
て
い
る
｡

二
'
相
手
は
､
話
し
手
の
高
い
認
識
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
認
識
力
を
も
っ
て
い
る
｡

三
､
ジ
ン
テ
ー
ゼ
は
'
決
し
て
理
想
　
(
イ
デ
ー
)
　
そ
の
も
の
と
し
て
は
実
現
さ
れ
な
い
｡

こ
の
三
つ
の
構
成
要
素
を
考
慮
に
入
れ
る
と
き
､
あ
る
意
味
に
お
い
て
､
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
弁
証
法
的
発
展
経
過
に
お
い
て
最
も
重
要
な
条

件
は
'
第
二
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
と
い
う
の
も
､
第
一
と
第
二
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
'

肝
腎
の
相
手
に
高
い
認
識
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
認
識
力
が
無
け
れ
ば
､
こ
の
弁
証
法
的
発
展
経
過
そ
れ
自
体
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
｡
こ
の
高
い
認
識
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
認
識
力
は
､
換
言
す
れ
ば
､
人
間
の
分
別
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
し
て
､
こ
の

分
別
の
根
底
に
は
､
自
己
実
現
へ
の
意
志
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
の
自
己
実
現
へ
の
意
志
は
､
誰
に
で
も
潜
在

的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
､
こ
の
意
志
を
強
-
も
ち
'
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
は
'
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
業
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
'
低
い
認
識
の
次
元
に
あ
る
古
い
自
己
を
捨
て
て
､
高
い
次
元
に
あ
る
自
己
を
求
め
る
と
い
う
過
程
に
お

い
て
は
､
様
々
な
不
安
が
付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
｡
ま
ず
､
よ
-
高
い
認
識
の
次
元
は
'
未
知
の
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
ほ
ど
勝
手
が
分
か



ら
ず
'
居
心
地
が
良
い
と
は
限
ら
な
い
｡
ま
た
'
認
識
の
次
元
の
高
み
が
､
そ
の
人
に
目
陰
を
も
た
ら
す
可
能
性
も
あ
る
｡

よ
り
高
い
認
識
へ
の
到
達
と
そ
の
認
知
は
'
低
い
次
元
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
の
場
合
に
は
､
往
々

に
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
導
き
手
､
な
い
し
｢
認
識
の
産
婆
｣
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
こ
の
役
割
を
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
に
お
い
て
は
､

妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
と
ド
ク
ト
ル
･
プ
ロ
ス
パ
ー
･
ア
ル
パ
-
ヌ
ス
が
果
た
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
ま
た
､
テ
ー
ゼ
ー
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
ー
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
い
う
弁
証
法
的
発
展
の
図
式
が
提
出
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
物
語
に
お
け
る
テ
ー
ゼ
は
ツ
ァ
ヘ
ス
で
あ
り
､
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

は
一
連
の
偽
装
に
お
い
て
ツ
ァ
ヘ
ス
と
入
れ
替
え
ら
れ
る
主
人
公
パ
ル
タ
ザ
ー
ル
や
バ
イ
オ
リ
ン
の
巨
匠
ス
ビ
オ
ッ
カ
氏
､
有
能
な
司
法
官
試

補
プ
ル
ヒ
ア
-
と
い
っ
た
理
想
的
人
物
た
ち
で
あ
る
｡

こ
こ
で
妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
が
ツ
ァ
八
ス
に
与
え
た
｢
能
力
｣
と
は
､
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
自
動
的
に
入
れ
替
え
る
こ
と

の
で
き
る
能
力
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ツ
ァ
ヘ
ス
自
身
に
は
自
己
実
現
へ
の
意
志
も
無
け
れ
ば
'
自
己
を
客
観
的
に
直
視

す
る
能
力
も
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

第
五
節
　
フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死

一
八
一
九
年
に
'
マ
リ
ー
エ
ン
ヴ
エ
ル
ダ
ー
に
い
る
親
友
の
ヒ
ベ
ル
に
宛
て
て
ホ
フ
マ
ン
は
､
ベ
ル
リ
ー
ン
か
ら
'
こ
の
　
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ

(
7
)

ス
』
　
に
関
連
し
て
､
｢
こ
の
童
話
は
､
今
の
と
こ
ろ
､
僕
が
書
い
た
も
の
の
中
で
一
番
フ
モ
ー
ル
に
溢
れ
た
作
品
だ
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の

手
紙
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
こ
の
童
話
の
本
質
的
特
徴
は
､
フ
モ
ー
ル
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
妖
女
ロ
ー
ザ
ベ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
デ
が

イ
ロ
ニ
ー
を
代
表
し
て
い
る
と
す
る
と
､
フ
モ
ー
ル
を
代
表
し
て
い
る
人
物
は
､
ド
ク
ー
ル
･
プ
ロ
ス
パ
ー
･
ア
ル
パ
-
ヌ
ス
に
他
な
ら
な
い
｡

イ
ロ
ニ
ー
の
機
能
の
本
質
は
､
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
理
想
的
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
を

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

七
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八

融
合
し
た
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
導
き
だ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
こ
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
が
安
定
す
る
と
､
や
が
て
こ
れ
は
再
び
テ
ー
ゼ
と
な
-
､
こ
れ
に
新

(
8
)

た
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
対
峠
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､
弁
証
法
的
発
展
が
螺
旋
状
に
繰
-
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し

か
し
な
が
ら
､
最
終
的
ジ
ン
テ
ー
ゼ
で
あ
る
理
想
な
い
し
イ
デ
ー
は
､
決
し
て
到
達
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
従
っ
て
､
イ
ロ
ニ
ー
は
､

実
現
さ
れ
る
こ
と
の
あ
-
え
な
い
理
想
に
向
か
っ
て
､
永
遠
に
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
提
示
し
て
ゆ
-
図
式
か
ら
逸
脱
で
き
な
い

の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
時
と
し
て
弱
-
､
は
か
な
い
地
上
的
存
在
に
と
っ
て
イ
ロ
ニ
ー
は
､
非
情
と
も
､
冷
酷
と
も
見
え
か
ね
な

い
｡
最
終
的
に
､
理
想
そ
の
も
の
を
地
上
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
至
る
と
､
理
想
的
な
も
の
を
地
上
化
す
る
機
能
を
も

つ
も
の
が
フ
モ
ー
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

地
上
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
､
イ
ロ
ニ
ー
の
図
式
に
よ
っ
て
天
上
的
存
在
に
ま
で
駆
-
立
て
ら
れ
る
と
き
､
そ
こ
に
は
や
は
り
､
非
人
間
的

(
9
)

な
状
況
が
生
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
-
､
地
上
的
存
在
で
あ
る
人
間
は
､
そ
の
生
命
の
大
前
提
と
し
て
空
気
を
､
そ
し
て
水
を
必
要
と

す
る
｡
と
こ
ろ
が
､
天
上
に
近
づ
-
と
､
空
気
は
希
薄
に
な
-
､
水
分
も
少
な
-
な
-
､
さ
ら
に
上
昇
す
る
と
､
真
空
の
状
態
に
な
っ
て
､
人

間
は
生
き
て
ゆ
-
こ
と
が
で
き
な
-
な
る
｡
肉
体
を
も
つ
人
間
は
､
イ
デ
ー
の
中
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
ま
で
し
て
イ

デ
ー
を
追
求
す
る
こ
と
は
､
生
身
の
人
間
に
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
極
端
に
進
む
イ
ロ
ニ
ー
の
軌
道
を
修
正
し
､
天
上
へ
に
方
向
性
を

再
び
地
上
へ
と
向
け
て
､
地
上
で
の
理
想
を
実
現
さ
せ
る
も
の
が
､
フ
モ
ー
ル
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
フ
モ
ー
ル
は
､
イ
ロ

ニ
ー
を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

厳
し
い
批
評
眼
か
ら
す
る
と
､
こ
の
よ
う
な
フ
モ
ー
ル
は
､
一
種
の
妥
協
と
い
う
印
象
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
妥
協

と
い
う
よ
-
は
､
む
し
ろ
現
実
と
理
想
の
　
｢
調
和
｣
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
､
人
類
の
　
｢
智
恵
｣
と
も
呼
び
う
る
か
も
知
れ
な
い
｡

イ
ロ
ニ
ー
を
地
上
化
す
る
こ
の
よ
う
な
フ
モ
ー
ル
の
智
恵
を
娩
曲
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
が
､
ド
ク
ト
ル
･
ア
ル
パ
-
ヌ
ス
の
考
え
に
他

な
ら
な
い
｡
地
上
的
存
在
を
理
想
に
向
け
て
先
鋭
的
に
押
し
進
め
る
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
､
つ
い
に
ツ
ァ
ヘ
ス
は
死
ぬ
羽
目
と
な
る
が
､
し
か



し
な
が
ら
､
彼
の
死
に
お
い
て
も
､
フ
モ
ー
ル
の
力
は
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
本
来
醜
い
奇
形
児
で
あ
っ
た
ツ
ァ
ヘ
ス
は
､
死
後
変
容
を

遂
げ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
子
は
､
物
語
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
｡

｢
-
-
ツ
ィ
ノ
ー
バ
ー
は
､
実
際
､
死
ん
だ
状
態
の
方
が
､
そ
れ
ま
で
の
人
生
の
ど
ん
な
と
き
よ
-
も
､
か
わ
い
ら
し
-
見
え
た
｡
小

さ
な
目
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
が
､
小
さ
な
鼻
は
と
て
も
白
く
　
口
元
は
ち
ょ
っ
と
歪
ん
で
い
た
が
､
優
し
-
微
笑
ん
で
､
な
に
よ
り
も
ま
ず
､

暗
褐
色
の
髪
が
､
こ
の
上
も
な
-
美
し
い
巻
き
毛
と
な
っ
て
波
打
ち
な
が
ら
､
垂
れ
落
ち
て
い
た
｡
｣
　
(
S
.
9
1
)

ッ
ァ
ヘ
ス
は
､
人
々
に
追
わ
れ
て
､
と
う
と
う
化
粧
室
の
す
ぐ
脇
に
置
い
て
あ
っ
た
銀
製
の
美
し
い
把
手
付
き
の
容
器
に
頭
か
ら
は
ま
り
込

ん
で
'
溺
死
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
死
に
は
し
た
も
の
の
､
彼
は
究
極
の
土
壇
場
で
､
最
良
の
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
と

い
う
の
も
､
逆
さ
の
形
で
死
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
､
フ
モ
ー
ル
の
地
上
化
の
機
能
に
よ
る
結
実
で
あ
る
し
､
ま
た
､
容
器
の
中
の
水
は
､

そ
も
そ
も
｢
湿
-
気
｣
を
表
し
て
い
た
フ
モ
ー
ル
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

ッ
ァ
ヘ
ス
の
溺
死
に
お
い
て
､
フ
モ
ー
ル
の
力
は
働
い
た
の
で
あ
っ
た
｡
本
来
醜
い
奇
形
児
で
あ
っ
た
ツ
ァ
ヘ
ス
は
､
死
後
変
容
を
遂
げ
､

フ
モ
ー
ル
の
力
を
通
じ
て
｢
死
の
微
笑
｣
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
｡

第
六
節
　
淑
石
の
猫

一
九
〇
五
　
(
明
治
三
八
)
年
一
月
'
夏
目
淑
石
は
､
友
人
の
高
浜
虚
子
の
勧
め
で
､
彼
の
主
宰
す
る
俳
句
雑
誌
｢
ホ
I
I
ギ
ス
｣
　
へ
　
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
を
掲
載
し
た
｡
こ
れ
が
読
者
に
好
評
を
博
し
た
た
め
に
､
二
回
に
亙
っ
て
掲
載
を
延
長
す
る
こ
と
と
な
り
､
そ
の
結
果
､
長

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

九
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小
説
の
形
式
を
取
る
に
至
っ
た
｡
そ
の
せ
い
か
､
こ
の
小
説
は
､
各
章
読
み
切
-
の
形
を
取
っ
て
い
て
､
一
貫
し
た
筋
を
も
っ
て
は
い
な
い
｡

こ
の
長
編
小
説
は
'
日
本
に
お
い
て
は
度
々
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
(
一
八
一
九
年
､
一
八
二
一
年
)
　
と
比
較
さ
れ
て
き
た
｡

『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
は
､
日
本
に
お
い
て
一
九
三
五
-
三
六
年
に
､
日
本
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ー
秋
山
六
郎
兵
衛
氏
に
よ
っ
て
､
初
め
て
日
本

語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
｡
彼
は
'
そ
の
論
文
に
お
い
て
､
二
一
項
目
に
亙
っ
て
淑
石
の
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
と
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の

(2)

人
生
観
』
　
と
の
類
似
点
を
指
摘
し
た
｡
ま
た
､
日
本
の
国
文
学
者
の
板
垣
直
子
女
史
は
､
こ
の
二
つ
の
作
品
に
関
し
て
､
こ
れ
ま
た
二
一
の

(3)

類
似
点
を
提
出
し
た
｡

そ
も
そ
も
､
淑
石
の
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
が
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
契
機
は
､
日
本
の
ゲ

ル
マ
ニ
ス
ト
の
先
駆
者
で
あ
る
藤
代
素
人
が
､
一
九
〇
六
年
｢
新
小
説
｣
五
月
号
に
､
『
猫
文
士
気
焔
談
』
と
題
し
て
､
淑
石
の
一
〇
〇
年
も

前
に
テ
ィ
ー
ク
の
　
『
長
靴
を
履
い
た
猫
』
　
や
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
　
が
書
か
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
｡
こ
の

こ
と
に
関
し
て
淑
石
は
､
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
の
最
終
回
に
お
い
て
､
テ
ィ
ー
ク
や
ホ
フ
マ
ン
の
作
品
を
模
倣
し
た
こ
と
を
明
確
に
否
定
し

(2)

て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
態
度
は
､
淑
石
の
イ
ロ
ニ
ー
の
考
え
に
拠
る
態
度
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
は
い
っ
て
も
､
た
い
し
て
ド
イ
ツ
語
が
で

き
な
か
っ
た
淑
石
が
､
テ
ィ
ー
ク
な
い
し
ホ
フ
マ
ン
の
作
品
を
原
典
で
読
ん
で
い
た
と
い
う
可
能
性
は
､
小
さ
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
に

も
か
か
わ
ら
ず
'
淑
石
が
テ
ィ
ー
ク
な
い
し
ホ
フ
マ
ン
の
作
品
を
､
英
文
学
と
の
関
連
で
聞
き
知
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
､
完
全
に
は
払

拭
し
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
板
垣
直
子
女
史
は
､
こ
れ
を
淑
石
が
友
人
の
畔
柳
芥
舟
　
(
-
ろ
や
な
ぎ
･
か
い
し
ゅ
う
)
　
か
ら
聞
き
知
っ
た
と

い
う
可
能
性
を
指
摘
し
､
｢
畔
柳
は
英
文
学
者
の
一
人
で
､
旧
制
の
第
一
高
等
学
校
に
教
鞭
を
と
っ
て
い
て
､
淑
石
の
同
僚
で
で
あ
っ
た
上
に
､

(2)

彼
と
親
し
い
交
際
を
し
て
い
た
｡
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
の
も
か
い
て
い
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

他
方
､
日
本
で
ホ
フ
マ
ン
に
関
す
る
学
術
書
を
出
版
し
た
吉
田
六
郎
氏
は
､
淑
石
と
共
に
文
部
省
派
遣
の
第
一
回
留
学
生
三
人
の
中
の
一
人

で
あ
っ
た
藤
代
素
人
か
ら
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
そ
の
船
旅
の
間
に
聞
き
知
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
｡
淑
石



が
狂
気
に
陥
っ
た
と
い
う
由
三
郎
の
報
告
を
真
に
受
け
た
文
部
省
が
､
淑
石
の
帰
国
命
令
を
託
し
た
人
間
こ
そ
､
こ
の
藤
代
で
あ
っ
た
｡
藤
代

は
､
文
部
省
の
命
令
を
受
け
て
､
淑
石
が
本
当
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
た
め
に
､
ド
イ
ツ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
淑
石
を

.3)

訪
問
し
た
が
､
面
談
に
よ
っ
て
淑
石
が
狂
気
に
陥
っ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
や
､
単
身
帰
国
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
第
三
の
可
能
性
と
し
て
は
､

一
九
〇
一
(
明
治
三
四
)
　
年
四
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
淑
石
を
ド
イ
ツ
か
ら
訪
ね
て
き
た
理
学
士
池
田
菊
苗
か
ら
､
牡
猫
ム
ル
に
関
す
る
な
ん

ら
か
の
情
報
を
得
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
淑
石
は
､
こ
の
理
学
士
池
田
と
度
々
文
学
談
義
を
交
わ
し
て
い
た
か
ら
で

S
)

あ
る
｡
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
理
学
士
は
､
多
読
の
教
養
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

第
七
節
　
文
明
開
化

淑
石
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
時
代
は
､
日
本
に
あ
っ
て
思
想
･
文
化
･
社
会
制
度
全
般
に
亙
っ
て
西
洋
化
が
叫
ば
れ
た
文
明
開
化
の
時
代

で
あ
っ
た
｡
こ
の
思
潮
の
中
に
あ
っ
て
､
当
時
の
教
養
人
は
､
こ
ぞ
っ
て
西
洋
文
明
の
輸
入
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
｡
同
様
に
､
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
　
に
お
い
て
登
場
す
る
主
な
人
物
た
ち
も
､
西
洋
文
化
の
輸
入
と
い
う
使
命
を
課
せ
ら
れ
た
｢
文
明
開
化
｣
　
の
明
治
時
代
に
あ
っ
て
､

西
洋
文
化
と
対
決
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
西
洋
文
明
の
理
解
と
い
う
よ
-
は
､
む
し
ろ
西
洋
文
明
の
単
な
る
模
倣
な
い
し
猿
ま
ね
で
あ
っ
た
｡

こ
の
意
味
に
お
い
て
'
淑
石
の
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
に
お
け
る
西
洋
文
明
の
模
倣
は
､
ホ
フ
マ
ン
の
　
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
　
に
お
け
る
啓
蒙

主
義
の
導
入
の
描
写
に
相
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

西
洋
文
化
を
模
倣
し
ょ
う
と
す
る
登
場
人
物
た
ち
の
真
面
目
で
は
あ
る
も
の
の
､
滑
稽
な
日
常
生
活
の
実
態
を
､
｢
私
｣
　
で
あ
る
猫
が
猫
の

目
で
批
判
し
て
い
る
｡
同
時
に
､
彼
ら
の
虚
飾
に
満
ち
た
考
え
に
対
し
て
常
に
猫
は
'
冷
徹
な
真
実
と
日
本
文
化
の
伝
統
を
対
峠
さ
せ
る
｡
こ

れ
に
よ
っ
て
､
西
洋
文
明
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
､
日
本
文
化
と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑



梅
　
　
内
　
　
幸
　
　
信

と
こ
ろ
で
､
主
人
公
で
あ
る
猫
は
'
作
者
淑
石
の
分
身
で
も
あ
る
と
言
え
る
｡
猫
が
観
察
す
る
次
の
よ
う
な
苦
沙
弥
先
生
は
､
ま
さ
し
-
淑

石
自
身
で
あ
る
｡

た

ん

こ

う

し

よ

く

お

お

め

し

｢
〔
-
-
〕
　
彼
は
胃
弱
で
皮
膚
の
色
が
淡
黄
色
を
帯
び
て
弾
力
の
な
い
不
活
発
な
徴
候
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡
そ
の
-
せ
に
大
飯
を
食
う
｡

(S)

大
飯
を
食
っ
た
後
で
タ
カ
ジ
ャ
ス
タ
-
ゼ
を
飲
む
｡
飲
ん
だ
後
で
書
物
を
ひ
ろ
げ
る
｡
〔
-
-
〕
｣

猫
の
視
点
に
よ
っ
て
､
イ
ロ
ニ
ー
の
機
能
が
作
動
し
始
め
る
｡
｢
猫
｣
そ
の
も
の
は
､
紋
章
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
に
お
い
て
､
｢
勇
気
｣
､
｢
自

(5)

由
｣
 
､
｢
個
人
主
義
｣
な
ど
を
表
す
と
い
う
言
わ
れ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
に
お
け
る
猫
も
､

勇
気
を
も
っ
て
､
完
全
に
自
由
な
個
人
主
義
的
立
場
か
ら
､
西
洋
文
明
を
模
倣
し
ょ
う
と
す
る
当
時
の
文
化
人
た
ち
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
｡

猫
の
批
判
は
'
超
越
的
な
も
の
で
あ
っ
て
､
人
間
の
側
か
ら
の
批
判
は
全
-
受
け
付
け
な
い
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
猫
の
批
判
は
､
一
方
通

行
的
な
も
の
で
あ
っ
て
､
現
実
を
正
反
対
に
映
し
だ
す
｢
イ
ロ
ニ
ー
の
鏡
｣
　
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
｡
淑
石
は
､
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
　
に

(2)

見
ら
れ
る
ス
ウ
ィ
フ
I
の
容
赦
な
き
訊
刺
な
い
し
イ
ロ
ニ
ー
を
高
-
評
価
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
｡
と
は
い
っ
て
も
､
猫
の
訊
刺
な
い
し
イ

ロ
ニ
ー
は
､
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
､
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
つ
ま
-
､
猫
の
イ
ロ
ニ
ー
は
､
完
全
に
冷
た
い
も
の

で
は
な
く
､
そ
こ
に
は
常
に
一
抹
の
温
か
み
と
湿
-
気
､
す
な
わ
ち
フ
モ
ー
ル
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

第
八
節
　
フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑

イ
ロ
ニ
ー
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
文
明
中
学
英
語
教
師
珍
野
苦
沙
弥
や
自
称
美
学
者
の
迷
享
､
理
学
士
の
水
島
寒
月
､
詩
人
の
越
知
東
風
､



哲
学
者
八
木
独
仙
等
と
い
っ
た
登
場
人
物
た
ち
の
発
言
や
行
動
は
､
多
か
れ
少
な
か
れ
日
本
に
お
け
る
西
洋
化
､
す
な
わ
ち
西
洋
文
明
の
模
倣

め
だ
ま

の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
｢
蛙
の
眼
球
の
電
動
作
用
に
対
す
る
紫
外
線
の
影
響
｣
を
研
究
し
､
博
士
号
を
取
得
す
る
た
め
に
何
個
も
水

晶
の
玉
を
作
-
損
ね
て
い
る
理
学
士
寒
月
の
西
洋
文
明
の
滑
稽
な
模
倣
が
訊
刺
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
彼
の
金
持
ち
の
娘
で
あ
る
金
田
富
子
へ

の
恋
愛
､
そ
し
て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
購
入
す
る
際
の
､
他
人
の
視
線
を
異
常
に
気
に
す
る
風
変
わ
-
な
反
応
も
ま
た
､
滑
稽
に
訊
刺
さ
れ
て
い

る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
猫
の
視
点
を
借
-
た
イ
ロ
ニ
ー
は
､
作
者
自
身
で
あ
る
苦
沙
弥
先
生
を
も
ー
次
の
よ
う
に
容
赦
な
-
訊
刺
す
る
の
で
あ

る
｡

｢
〔
-
-
〕
元
来
こ
の
主
人
は
何
と
い
っ
て
人
に
す
ぐ
れ
て
で
き
る
こ
と
も
な
い
が
､
な
ん
に
で
も
よ
-
手
を
出
し
た
が
る
｡
俳
句
を
や
っ

�

"

�

"

�

"

�

"

�

"

�

"

�

"

こ

て
ほ
と
i
J
ぎ
す
へ
投
書
を
し
た
り
､
新
体
詩
を
明
星
へ
出
し
た
り
､
間
違
い
だ
ら
け
の
英
文
を
書
い
た
り
､
時
に
よ
る
と
弓
に
凝
っ
た
り
､

う
た
い

謡
を
習
っ
た
-
､
ま
た
あ
る
時
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
な
ど
を
プ
ー
プ
ー
鳴
ら
し
た
-
す
る
が
､
気
の
毒
な
こ
と
に
は
'
ど
れ
も
こ
れ
も
も
の

に
な
っ
て
お
ら
ん
｡
そ
の
-
せ
や
-
出
す
と
胃
弱
の
-
せ
に
い
や
に
熱
心
だ
｡
〔
　
　
〕
｣
　
(
1
五
-
一
六
頁
)

一
人
独
仙
の
み
は
､
西
洋
文
明
を
模
倣
す
る
文
明
開
化
の
思
潮
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
､
西
洋
文
明
を
痛
烈
に
批
判
す
る
が
'
こ
れ
は
激
石
の

本
心
､
つ
ま
-
彼
自
身
の
良
心
の
叫
び
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
坂
本
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢
淑
石
は
明
治
社
会
を
旧
日
本
の
封
建
道
徳
と

ゆ

(

2

)

西
欧
近
代
の
金
権
主
義
と
の
癒
着
の
相
と
し
て
と
ら
え
た
｣
　
の
で
あ
っ
た
｡
ま
ず
は
､
西
洋
の
衣
装
の
模
倣
が
､
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
｡

と
ん
ち
ん
か
ん
て
き
さ
よ
う

｢
〔
-
-
〕
　
こ
れ
で
考
え
て
も
彼
ら
の
礼
服
な
る
も
の
は
一
種
の
頓
珍
漢
的
作
用
に
よ
っ
て
､
ば
か
と
ば
か
の
相
談
か
ら
成
立
し
た
も
の

に
つ
ち
ゅ
､
つ

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
が
-
や
し
け
れ
ば
日
中
で
も
肩
と
胸
を
出
し
て
い
て
み
る
が
い
い
｡
裸
体
信
者
だ
っ
て
そ
の
と
お
り
だ
｡

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑



梅
　
　
内
　
　
幸
　
　
信

そ
れ
ほ
ど
裸
体
が
い
い
も
の
な
ら
娘
を
裸
体
に
し
て
､
つ
い
で
に
自
分
も
裸
に
な
っ
て
上
野
公
園
を
散
歩
で
も
す
る
が
い
い
､
で
き
な
い
-

で
き
な
い
の
で
は
な
い
､
〔
-
-
〕
　
た
だ
西
洋
人
が
着
る
か
ら
､
着
る
と
い
う
ま
で
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
西
洋
人
は
強
い
か
ら
無
理
で
も
ば
か

げ
て
て
い
て
も
ま
ね
な
け
れ
ば
や
-
き
れ
な
い
の
だ
ろ
う
｡
〔
-
-
〕
｣
　
(
二
六
六
-
二
六
七
頁
)

続
い
て
'
次
の
よ
う
に
､
西
洋
文
明
が
否
定
さ
れ
て
､
日
本
の
文
明
が
肯
定
さ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
見
解
を
展
開
す
る
独
仙
は
､
確
か
に
淑

(ァ)

石
の
　
｢
東
洋
哲
学
的
側
面
の
分
身
｣
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

｢
〔
-
-
〕
　
西
洋
の
文
明
は
積
極
的
､
進
取
的
か
も
し
れ
な
い
が
つ
ま
-
不
満
足
で
一
生
を
-
ら
す
人
の
作
っ
た
文
明
さ
｡
日
本
の
文
明

は
自
分
以
外
の
状
態
を
変
化
さ
せ
て
満
足
を
求
め
る
の
じ
ゃ
な
い
｡
西
洋
と
大
に
違
う
と
こ
ろ
は
､
根
本
的
に
周
囲
の
境
遇
は
動
か
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
と
い
う
一
大
仮
定
の
も
と
に
発
達
し
て
い
る
の
だ
｡
〔
-
-
〕
｣
　
(
三
二
九
頁
)

英
語
教
師
苦
沙
弥
を
初
め
と
し
､
理
学
士
水
島
寒
月
､
詩
人
の
越
知
東
風
'
哲
学
者
八
木
独
仙
と
い
っ
た
登
場
人
物
は
､
す
べ
て
作
者
淑
石

の
分
身
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
彼
ら
は
､
文
明
開
化
の
時
代
に
あ
っ
て
､
多
か
れ
少
な
か
れ
､
滅
び
行
-
伝
統
的
な
日
本
文

化
に
も
は
や
完
全
に
は
安
住
で
き
な
い
と
感
じ
な
が
ら
も
､
他
方
で
は
､
西
洋
文
明
を
完
全
に
は
容
認
で
き
な
い
と
も
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る

つ
ま
-
､
彼
ら
が
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
-
な
価
値
観
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
ら
の
自
己
は
､
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

西
洋
文
明
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
彼
ら
の
自
己
分
裂
は
､
彼
ら
を
苦
悩
さ
せ
､
同
時
に
､
彼
ら
に
引
き
裂
か
れ
た
行
動
を
も
た

ら
す
｡
そ
こ
か
ら
滑
稽
な
言
動
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
ホ
フ
マ
ン
文
学
と
は
違
っ
て
､
あ
ま
-
グ
ロ
テ
ス
ク
な
印
象
を
読
者



に
与
え
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
イ
ロ
ニ
ー
の
鏡
で
あ
る
猫
の
批
判
そ
の
も
の
が
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
-
､
か
つ
､
人
間
に
対
す
る
本

質
的
な
寛
大
さ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

猫
は
､
文
明
開
化
の
時
代
に
あ
っ
て
西
洋
文
明
を
輸
入
･
模
倣
し
よ
う
と
い
う
文
化
人
た
ち
の
混
乱
し
た
滑
稽
皇
1
日
動
の
前
に
イ
ロ
ニ
ー
の

鏡
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
ら
を
批
判
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
彼
ら
に
自
分
た
ち
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
､
そ
し
て
東
洋
文
明
の
優
れ

た
面
を
思
い
だ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
も
言
え
る
｡
と
こ
ろ
が
､
西
洋
文
明
を
東
洋
文
明
化
す
る
こ
と
､
あ
る
い
は
日
本
化
す
る
こ
と
は
､

所
詮
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
で
も
ま
た
､
一
種
の
中
庸
的
妥
協
'
す
な
わ
ち
対
立
的
要
素
の
調
和
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
ジ

ン
テ
ー
ゼ
は
､
猫
自
ら
に
よ
っ
て
積
極
的
に
実
現
さ
れ
る
｡
つ
ま
-
､
猫
は
'
西
洋
文
化
を
象
徴
的
に
示
す
ビ
ー
ル
を
意
識
的
に
飲
み
､
そ
れ

に
よ
っ
て
酷
配
し
て
､
大
き
な
水
瓶
の
中
に
落
ち
､
そ
の
中
で
溺
死
す
る
の
で
あ
る
｡
猫
と
て
も
､
頭
の
混
乱
し
た
文
化
人
た
ち
､
そ
し
て
予

測
の
つ
か
な
い
事
態
の
結
末
を
見
る
に
つ
け
て
､
な
に
や
ら
憂
う
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
そ
こ
で
彼
は
､
こ
う
考
え
る
｡

こ

ま

ば

ん

ぶ

つ

｢
主
人
は
早
晩
胃
病
で
死
ぬ
｡
金
田
の
じ
い
さ
ん
は
欲
で
も
う
死
ん
で
い
る
｡
秋
の
木
の
卦
は
大
概
落
ち
尽
く
し
た
｡
死
ぬ
の
が
万
物
の

じ

ょ

ぅ

ご

う

か

し

こ

定
業
で
､
生
き
て
い
て
も
あ
ん
ま
-
役
に
立
た
な
い
な
ら
'
早
-
死
ぬ
だ
け
が
賢
い
か
も
知
れ
な
い
｡
諸
先
生
の
説
に
従
え
ば
人
間
の
運

命
は
自
殺
に
帰
す
る
そ
う
だ
｡
ゆ
だ
ん
を
す
る
と
猫
も
そ
ん
な
窮
屈
な
世
に
生
ま
れ
な
-
て
ほ
な
ら
な
く
な
る
｡
恐
る
べ
き
こ
と
だ
｡
な
ん

だ
か
気
が
-
さ
-
さ
し
て
来
た
｡
三
平
君
の
ビ
ー
ル
で
も
飲
ん
で
ち
と
景
気
を
付
け
て
や
ろ
う
｡
｣
(
五
二
二
頁
)

や
が
て
猫
は
'
ビ
ー
ル
の
せ
い
で
酷
酎
し
､
陶
然
と
な
る
｡
そ
う
し
て
､
つ
い
に
は
大
き
な
水
嚢
の
中
に
落
ち
て
し
ま
う
｡
猫
は
､
初
め
は

必
死
で
這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
が
'
し
か
し
'
そ
れ
も
無
駄
だ
と
悟
る
と
､
死
を
受
け
入
れ
､
次
の
よ
う
な
認
識
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
｡

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑



梅
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信

け
ん
と
う

｢
次
第
に
楽
に
な
っ
て
く
る
｡
苦
し
い
の
だ
か
あ
-
が
た
い
の
だ
か
見
当
が
つ
か
な
い
｡
水
の
中
に
い
る
の
だ
か
､
座
敷
の
上
に
い
る
の

じ
っ
げ
つ

だ
か
､
判
然
し
な
い
｡
ど
こ
に
ど
う
し
て
い
て
も
さ
し
つ
か
え
は
な
い
｡
た
だ
楽
で
あ
る
｡
否
楽
そ
の
も
の
す
ら
感
じ
え
な
い
｡
日
月
を
切

ふ

ん

せ

い

う

-
落
し
､
天
地
を
粉
蛮
し
て
不
可
思
議
の
太
平
に
入
る
｡
吾
輩
は
死
ぬ
｡
死
ん
で
こ
の
太
平
を
得
る
｡
太
平
は
死
な
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ぬ
｡

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
｡
あ
-
が
た
い
あ
-
が
た
い
｡
｣
　
(
五
一
六
-
五
一
七
頁
)

(3)

こ
う
し
て
猫
は
､
最
後
に
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
淫
楽
に
達
し
て
死
を
受
け
入
れ
る
｡
と
は
い
っ
て
も
､
猫
は
､
フ
モ
ー
ル
の
力
に
よ
っ

て
か
な
り
力
づ
く
で
溺
死
さ
せ
ら
れ
る
ツ
ァ
ヘ
ス
と
は
違
い
'
自
ら
の
死
を
予
期
し
､
自
ら
死
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
意
味
に
お
い

て
､
両
者
と
も
溺
死
す
る
も
の
の
､
ツ
ァ
ヘ
ス
の
死
は
受
動
的
な
も
の
で
あ
-
､
猫
の
死
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
溺

死
に
よ
っ
て
変
容
す
る
ツ
ァ
ヘ
ス
､
そ
し
て
溺
死
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
猫
の
姿
を
観
察
す
る
と
き
､
そ
の
湿
-
気
､
す
な
わ
ち
フ
モ
ー
ル
は
､

い
ず
れ
の
場
合
に
も
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
イ
ロ
ニ
ー
を
超
え
､
一
つ
の
調
和
的
な
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡
ツ
ァ
ヘ
ス
に
し
ろ

猫
に
し
ろ
､
い
ず
れ
も
イ
ロ
ニ
ー
の
力
に
駆
-
立
て
ら
れ
､
自
分
の
限
-
な
い
理
想
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
が
'
自
ら
の
､
あ
る
い
は
地
上
的

存
在
と
し
て
の
限
界
に
達
し
'
つ
い
に
は
再
び
地
上
へ
と
降
下
し
'
最
終
的
に
は
溺
死
す
る
運
命
に
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
そ
こ
に
は
限
界
に
挑

戟
し
た
と
い
う
満
足
感
が
生
じ
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
生
を
享
け
た
者
の
充
実
感
で
あ
-
､
生
の
一
回
性
を
体
験
し
た
も
の
す
べ
て
の
喜
び
で
も

あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
そ
こ
に
は
生
を
無
限
に
肯
定
す
る
弥
勤
菩
薩
か
仏
陀
の
ご
と
き
｢
死
の
微
笑
｣
が
､
必
然
的
に
浮
か
ん
で
-
る
の
で
あ
る
｡



注

(
-
)
　
拙
著
『
悪
魔
の
霊
液
　
-
　
文
学
に
見
ら
れ
る
自
己
の
分
裂
と
統
合
　
-
　
』
同
学
社
､
一
九
九
七
年
､
三
五
-
六
〇
頁
参
照
｡

(

c

^

)

　

H

i

t

z

i

g

,

J

u

l

i

u

s

 

E

d

u

a

r

d

‥

E

.

T

.

A

.

H

o

f

f

m

a

n

n

s

 

L

e

b

e

n

 

u

n

d

 

N

a

c

h

l

a

B

.

I

n

s

e

l

 

V

e

r

l

a

g

一

F

r

a

n

k

f

u

r

t

 

a

m

 

M

a

i

n

1

9

8

6

,

S

.

3

2

8

.

(

^

)

　

H

o

f

f

m

a

n

n

,

E

.

T

.

A

.

‥

B

r

i

e

f

w

e

c

h

s

e

1

.

W

i

n

k

l

e

r

 

V

e

r

l

a

g

.

M

u

n

c

h

e

n

1

9

6

8

,

2

.

B

d

.

,

S

.

1

9

2

-

1

9

3

.

ち
び
助
ツ
ァ
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の
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デ
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ホ
フ
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ン
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習
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･
ハ
イ
デ
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v
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c
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ー
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e
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.

2

1

.

(
^
>
)
　
H
o
f
f
m
a
n
n
,
E
.
T
.
A
.
:
K
l
e
i
n
 
Z
a
c
h
e
s
 
g
e
n
a
n
n
t
 
Z
i
n
n
o
b
e
r
.
I
n
:
S
p
a
t
e
 
W
e
r
k
e
.
W
i
s
s
.
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
D
a
r
m
s
t
a
d
t
1
9
7
8
,
S
.
3
1
.
以
下
､
こ
の
作

品
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
､
こ
の
版
に
従
い
'
本
文
引
用
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
｡
な
お
'
引
用
文
の
訳
出
に
当
た
っ
て
は
､
次
の
翻
訳
を
参
考
に
さ
せ

て
頂
い
た
｡
『
ち
び
の
ツ
ァ
ッ
ヒ
エ
ス
』
､
『
ホ
フ
マ
ン
全
集
　
第
八
巻
』
深
田
甫
訳
､
創
土
社
､
一
九
七
一
年
｡

(
6
)
　
総
理
大
臣
の
推
進
す
る
啓
蒙
主
義
が
浅
薄
な
も
の
で
あ
-
､
こ
の
点
が
作
品
に
お
い
て
訊
刺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
他
の
研
究
者
の
指
摘
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
｡
ま
た
'
こ
の
訊
刺
は
､
l
八
一
五
年
頃
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
政
治
状
況
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
｡
　
(
V
g
1
.
F
e
l
d
g
e
s
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i
g
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t
t
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＼
S
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E
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.
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9
8
6
,
S
.
1
1
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-
1
1
2
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さ
ら
に
､
ユ
ル
ゲ
ン
･
ヴ
ア
ル
タ
ー
は
､
『
ち
び
助
ツ
ァ
ヘ
ス
』
を
社
会
史
の
観
点
か
ら
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
｡
(
V
g
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W
a
l
t
e
r
,
J
l
i
r
g
e
n
‥
E
.
T
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A
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o
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フ
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同
様
に
､
林
氏
も
､
こ
の
童
話
を
主
と
し
て
政
治
楓
刺
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
｡
(
林
勇
作
｢
ホ
フ
マ
ン
の
メ
ー
ル
ヒ
エ
ン
『
ち
び
の
ツ
ァ
ッ

ヘ
ス
』
　
に
つ
い
て
｣
､
｢
東
北
ド
イ
ツ
文
学
｣
第
二
五
号
所
収
､
1
九
八
一
年
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八
三
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九
九
ペ
ー
ジ
参
照
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M
a
x
 
N
i
e
m
e
y
e
r
 
V
e
r
l
a
g
,
T
u
b
i
n
g
e
n
　
1
9
7
7
,
S
.
8
8
.

(
9
)
　
イ
ロ
ニ
ー
は
'
そ
の
本
質
的
機
能
か
ら
見
れ
ば
､
対
立
原
理
を
生
み
だ
す
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡
｢
善
と
悪
｣
｢
美
と
醜
｣
｢
自
然
と
人
工
｣
｢
理
想

と
現
実
｣
｢
内
界
と
外
界
｣
｢
意
識
と
無
意
識
｣
｢
精
神
と
肉
体
｣
と
い
っ
た
対
立
原
理
が
､
ホ
フ
マ
ン
文
学
に
お
け
る
童
話
の
内
容
の
ほ
ぼ
全
体
を
規
定
し
て
い

る
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
ホ
フ
マ
ン
の
童
話
は
､
｢
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
童
話
｣
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

そ
し
て
､
イ
ロ
ニ
ー
に
よ
る
ホ
フ
マ
ン
の
童
話
の
本
質
は
'
｢
よ
-
深
い
現
実
｣
､
す
な
わ
ち
｢
自
然
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
秘
密
｣
を
認
識
す
る
こ
と
に

あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
(
V
g
1
.
M
a
r
t
i
n
i
,
F
r
i
t
z
‥
D
i
e
 
M
a
r
c
h
e
n
d
i
c
h
t
u
n
g
e
n
 
E
.
T
.
A
.
H
o
f
f
m
a
n
n
s
.
I
n
:
E
.
T
.
A
.
H
o
f
f
m
a
n
n
.
H
r
s
g
.
v
o
n
 
H
e
l
m
u
t

P
r
a
n
g
.
W
i
s
s
.
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
D
a
r
m
s
t
a
d
t
1
9
7
6
,
S
.
1
6
6
-
1
6
7
.
)

(
S
　
　
吉
田
六
郎
(
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
論
　
-
　
淑
石
の
｢
猫
｣
と
ホ
フ
マ
ン
の
｢
猫
｣
I
V
､
勤
草
書
房
､
一
九
六
八
年
'
一
四
I
二
二
頁
参
照
｡
そ
の
二
一

項
目
と
は
､
(
-
)
構
造
上
の
相
似
､
(
2
)
　
モ
デ
ル
の
現
存
､
(
3
)
猫
の
毛
皮
の
色
の
一
致
'
(
4
)
　
両
猫
の
性
格
は
作
者
の
不
幸
な
幼
少
年
時
代
の
反
映
で

え
い

あ
る
､
(
5
)
性
格
の
一
致
'
(
6
)
自
由
と
穎
智
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
(
7
)
猫
の
訊
刺
が
作
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
'
(
8
)
　
｢
猫
｣
を
書
い
た

作
者
の
類
似
､
(
9
)
　
超
俗
と
俗
物
の
対
立
､
(
S
)
　
苦
沙
弥
先
生
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
師
の
類
似
､
(
3
)
　
両
猫
は
街
学
的
俗
人
で
あ
る
こ
と
で
一
致
す
る
､

シ
ユ
テ
ィ
-
ル

¥
r
-
¥
)
　
文
体
に
於
て
両
猫
と
も
浪
漫
的
･
写
実
的
で
あ
る
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

板
垣
直
子
『
激
石
文
学
の
背
景
』
鱒
書
房
､
一
九
五
六
年
､
三
九
-
四
六
頁
参
照
｡
そ
の
二
一
項
目
と
は
､
(
-
)
　
擬
人
法
､
(
2
)
　
物
語
の
平
行
線
的
構
成
'



(
3
)
　
二
つ
の
筋
の
盛
-
あ
げ
方
に
つ
い
て
'
(
4
)
　
作
品
の
最
後
の
一
致
､
(
5
)
　
猫
の
イ
ン
テ
リ
性
に
つ
い
て
､
(
6
)
　
訊
刺
の
複
雑
さ
に
つ
い
て
､

(
7
)
　
他
の
猫
族
に
つ
い
て
の
描
写
､
(
8
)
　
猫
の
恋
愛
事
件
､
(
9
)
　
作
品
の
書
出
し
の
一
致
､
(
2
)
　
背
景
の
文
化
的
な
こ
と
､
(
3
　
猫
を
主
人
公
に
え
ら

ん
だ
こ
と
､
(
2
　
牡
猫
の
系
列
に
た
つ
こ
と
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

<
x
n
　
夏
目
淑
石
　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
角
川
書
店
､
一
九
九
八
年
､
五
l
二
-
五
二
二
頁
｡
以
下
､
こ
の
作
品
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
､
こ
の
版
に
従
い
､
本

文
引
用
末
尾
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
｡
こ
こ
で
､
淑
石
で
は
な
-
､
猫
が
､
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
〔
-
-
〕
　
猫
と
生
ま
れ
て
人
の
世
に
住
む
こ
と
も
は
や

二
年
越
し
に
な
る
｡
自
分
で
は
こ
れ
ほ
ど
の
見
識
家
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
と
思
う
て
い
た
が
､
せ
ん
だ
っ
て
カ
ー
テ
ル
･
ム
ル
と
い
う
見
ず
知
ら
ず
の
同
族
が

ぜ
ん

突
然
大
気
炎
を
揚
げ
た
の
で
'
ち
ょ
っ
と
び
っ
-
-
し
た
｡
よ
-
よ
-
聞
い
て
み
た
ら
､
じ
つ
は
百
年
前
に
死
ん
だ
の
だ
が
､
ふ
と
し
た
好
奇
心
か
ら
わ
ざ
と

め
い
ど

幽
霊
に
な
っ
て
吾
輩
を
驚
か
せ
る
た
め
に
､
遠
い
冥
土
か
ら
出
張
し
た
の
だ
そ
う
だ
｡
こ
の
猫
は
母
と
対
面
を
す
る
時
､
挨
拶
の
し
る
L
と
し
て
､
一
匹
さ
か

な
を
-
わ
え
て
出
か
け
た
と
こ
ろ
､
途
中
で
と
う
と
う
我
慢
が
し
切
れ
な
-
な
っ
て
､
自
分
で
食
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ほ
ど
の
不
孝
者
だ
け
あ
っ
て
､
才
気

も
な
か
な
か
人
間
に
負
け
ぬ
ほ
ど
で
､
あ
る
時
な
ど
は
詩
を
作
っ
て
主
人
を
驚
か
し
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
｡
こ
ん
な
豪
傑
が
す
で
に
一
世
紀
も
前
に
出
現
し

い

と

ま

む

か

う

き

ょ

う

き

が

て
い
る
な
ら
､
吾
輩
の
よ
う
な
ろ
-
で
な
し
は
と
う
に
お
暇
を
頂
戴
し
て
無
可
有
の
郷
に
帰
臥
し
て
も
い
い
は
ず
で
あ
っ
た
｡
｣

(
c
｡
¥
　
板
垣
直
子
『
淑
石
文
学
の
背
景
』
 
､
上
掲
書
､
五
四
頁
｡

(
E
)
　
江
藤
淳
『
淑
石
と
そ
の
時
代
』
　
〔
全
四
冊
〕
､
新
潮
社
､
一
九
七
〇
-
一
九
九
六
年
､
第
二
部
､
二
〇
八
-
二
一
〇
頁
参
照
｡
淑
石
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
で
の
苦

悩
に
満
ち
た
留
学
体
験
に
関
し
て
は
､
以
下
の
文
献
を
参
照
｡
土
居
健
郎
『
淑
石
の
心
的
世
界
』
　
至
文
堂
､
一
九
五
九
年
､
二
三
六
-
二
三
八
頁
参
照
｡
こ
こ

で
土
居
氏
は
'
淑
石
が
イ
ギ
リ
ス
留
学
で
｢
深
刻
な
自
我
同
一
性
の
危
機
｣
を
体
験
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
/
小
林
章
夫
『
淑
石
の
｢
不
愉
快
｣
』
　
P
H

P
研
究
所
､
一
九
九
八
年
､
参
照
｡
/
塚
本
利
明
『
淑
石
と
英
国
』
彩
流
社
､
一
九
八
七
年
､
参
照
｡
/
中
村
真
一
郎
｢
淑
石
の
病
理
報
告
｣
､
『
夏
目
淑
石
』

所
収
､
小
学
館
､
一
九
九
五
年
､
二
二
〇
-
二
二
九
頁
参
照
｡
/
越
智
治
雄
｢
淑
石
と
文
明
｣
､
『
淑
石
と
文
明
』
所
収
､
砂
子
屋
書
房
､
一
九
八
五
年
､
一
〇

-
三
二
頁
参
照
｡

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑



梅
　
　
内
　
　
幸
　
　
信

し
か
し
な
が
ら
､
苦
悩
に
満
ち
た
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
作
家
｢
夏
目
淑
石
｣
が
誕
生
し
た
と
言
え
る
｡
こ
の
経
緯
に
関
し
て
は
､

高
田
氏
が
詳
述
し
て
い
る
｡
(
高
田
瑞
穂
『
夏
目
淑
石
論
-
淑
石
文
学
の
今
日
的
意
義
-
』
明
治
書
院
'
一
九
八
四
年
､
〓
-
五
九
頁
参
照
｡
)

L
O
¥

H
i
江
藤
淳
'
上
掲
書
､
二
二
六
-
一
四
一
頁
参
照
｡

さ
ら
に
'
河
盛
好
蔵
氏
は
'
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
関
し
て
､
次
の
よ
う
な
証
言
を
し
て
い
る
｡
《
藤
代
先
生
は
私
が
京
都
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
の
昭
和

二
年
に
亡
-
な
ら
れ
た
が
､
在
学
中
'
先
生
が
ア
マ
デ
ィ
ウ
ス
･
ホ
フ
マ
ン
の
講
義
を
し
て
お
ら
れ
た
と
き
､
『
牡
猫
ム
ル
の
人
生
観
』
の
話
を
し
て
､
こ
れ
が

｢
夏
目
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
種
本
で
す
｣
と
云
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
｡
》
(
吉
田
六
郎
､
上
掲
書
'
三
一
頁
｡
)

『
猫
』
の
成
立
に
関
し
て
は
､
関
川
氏
が
詳
述
し
て
い
る
｡
(
関
川
夏
央
｢
明
治
三
十
八
年
『
猫
』
の
成
立
｣
､
『
新
文
芸
読
本
夏
目
淑
石
』
所
収
､
河
出
書

房
新
社
'
一
九
九
〇
年
､
二
八
-
三
四
頁
参
照
｡
)

夏
目
淑
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
､
上
掲
書
､
二
二
頁
｡

(
5
ア
-
･
ド
･
フ
リ
ー
ス
『
イ
メ
ー
ジ
･
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
山
下
主
一
郎
他
訳
､
大
修
館
書
店
'
一
九
八
八
年
'
二
一
頁
参
照
｡

(
S
)
淑
石
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
流
の
風
刺
と
い
う
点
に
関
し
て
は
､
磯
田
氏
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
｡
(
磯
田
光
一
｢
吾
輩
は
猫
で
あ
る
｣
'
『
夏
目
激
石
必
携
』
所
収
､

学
燈
社
､
一
九
六
九
年
'
一
〇
六
-
一
一
五
頁
参
照
｡
)

2
坂
本
浩
『
夏
目
淑
石
-
作
品
の
深
層
世
界
-
』
明
治
書
院
､
一
九
七
九
年
､
二
一
頁
｡

瀬
沼
氏
も
､
同
様
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡
(
瀬
沼
茂
樹
『
夏
目
淑
石
』
東
京
大
学
出
版
会
､
一
九
八
〇
年
､
九
四
-
一
〇
二
頁
参
照
｡
)

桶
谷
氏
は
､
猫
を
苦
沙
弥
先
生
の
超
自
我
と
見
な
す
見
解
を
提
出
し
て
い
る
｡
(
桶
谷
秀
昭
『
夏
目
淑
石
論
』
河
出
書
房
新
社
､
一
九
七
二
年
､
四
六
･
四
七

頁
参
照
)
/
前
田
氏
は
'
迷
享
を
､
軟
石
の
｢
も
う
ひ
と
つ
の
分
身
で
あ
-
､
醒
め
た
自
意
識
｣
と
見
な
し
て
い
る
｡
(
前
田
愛
｢
猫
の
言
葉
'
猫
の
論
理
｣
'
『
作

品
論
夏
目
淑
石
』
内
田
道
雄
･
久
保
田
芳
太
郎
編
､
双
文
社
'
一
九
七
六
年
､
一
五
頁
｡
)

個
々
の
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
な
実
在
の
人
物
に
相
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
'
小
林
氏
が
確
定
し
て
い
る
｡



(
小
林
一
郎
『
夏
目
淑
石
の
研
究
』
至
文
堂
､
一
九
九
一
年
'
二
五
-
二
六
頁
参
照
｡
)
/
｢
迷
亭
｣
に
関
し
て
は
､
玉
井
氏
が
分
析
し
て
い
る
｡
(
玉
井
敬
之
『
夏

目
淑
石
論
』
桜
風
社
､
一
九
九
三
年
'
七
-
一
五
頁
参
照
｡
)

梶
木
剛
『
夏
目
淑
石
論
』
勃
葦
書
房
､
一
九
七
六
年
､
七
六
-
七
七
頁
｡

/
1
-
1
¥
　
猫
が
物
語
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
｢
主
人
｣
に
当
た
る
淑
石
は
､
持
病
の
胃
潰
癌
が
因
で
死
ぬ
｡

(
桶
谷
秀
昭
｢
淑
石
の
死
｣
'
『
朝
日
新
聞
記
者
　
夏
目
淑
石
』
所
収
､
立
風
書
房
'
一
九
九
四
年
､
一
六
六
-
一
七
四
頁
参
照
｡
)

フ
モ
ー
ル
に
よ
る
死
の
微
笑


