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は
じ
め
に

こ
の
本
は
ひ
と
と
ひ
と
が
対
立
し
、
助
け
合
い
、
遠
ざ
け
合
い
、
求
め
あ
い
、
憎
し
み
合
い
、
愛
し
合
い
、
そ
う
や
っ

て
生
き
て
い
く
中
に
文
化
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
姿
を
、心
理
学
的
に
探
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
書
か
れ
ま
し
た
。生

活
の
中
で
、
世
の
中
の
動
き
を
見
て
、
得
体
の
し
れ
な
い
他
者
と
の
か
か
わ
り
に
戸
惑
い
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
心
ひ
か

れ
、
実
践
的
な
こ
と
か
ら
理
論
的
な
問
題
ま
で
、
文
化
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
様
々
な
方
に
読
ん
で
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

文
化
が
発
生
す
る
の
は
個
人
の
中
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
と
他
者
の
か
か
わ
り
の
中
に
生
成
し
ま
す
。
で
も
二
者

の
間
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
者
の
関
係
を
見
つ
め
る
第
三
の
視
点
を
組
み
込
ん
で
生
み
出
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
文

化
だ
、
と
い
う
の
が
本
書
の
基
本
的
な
視
点
で
す
。

私
と
あ
な
た
と
第
三
者
の
眼
差
し
を
含
み
こ
ん
だ
世
界
の
現
れ
方
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
世
界
を
立
ち
上
げ
な
が
ら

生
き
る
人
の
生
き
方
、
そ
れ
は
本
書
で
は
「
拡
張
さ
れ
た
媒
介
構
造
（
Ｅ
Ｍ
Ｓ
）」
と
い
う
概
念
で
表
さ
れ
、
文
化
の
現

れ
を
語
る
道
具
と
な
り
ま
し
た
。
人
は
ひ
と
り
で
は
生
き
て
行
け
ず
、
つ
ね
に
対
立
を
抱
え
な
が
ら
も
共
生
し
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
。「
共
に
生
き
る
形
」
と
し
て
の
文
化
の
そ
ん
な
姿
に
、
少
し
で
も
近
づ
い
て
い
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま

す
。
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本
書
で
の
著
述
は
、
で
き
る
だ
け
私
や
読
者
の
み
な
さ
ん
が
個
人
的
に
体
験
で
き
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
私
の
見
え

の
世
界
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
用
い
、
そ
こ
か
ら
あ
ま
り
離
れ
る
こ
と
な
く
少
し
ず
つ
問
題
を
深
め
て
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
工
夫
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
で
き
る
限
り
読
者
と
共
に
問
題
を
考
え
る
対
話
的
過
程
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
心

が
け
ま
し
た
。
世
界
に
つ
い
て
共
に
考
え
る
そ
の
過
程
自
体
が
ひ
と
つ
の
文
化
的
実
践
で
あ
り
、
こ
の
本
は
そ
の
た
め

の
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
し
こ
の
本
を
読
ん
で
、
文
化
に
対
す
る
見
方
が
少
し
で
も
ふ
く
ら
み
と
柔
ら
か
さ
を
増
す
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
私
に
は
最
高
の
喜
び
で
す
。

寡
筆
な
私
の
最
初
の
単
著
と
な
る
本
書
を
、
私
の
か
け
が
え
の
な
い
家
族
に
捧
げ
ま
す
。
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序
章　

文
化
と
は
何
か 

0-

1　

文
化
―
対
立
と
共
生
を
生
む
も
の

文
化
と
い
う
言
葉
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

世
界
を
見
れ
ば
、
東
西
冷
戦
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
の
時
代
が
終
わ
っ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
に
は
民
族

や
宗
教
と
い
っ
た
文
化
的
な
も
の
を
単
位
に
し
た
対
立
の
時
代
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
住
む
東
ア
ジ

ア
地
域
で
は
、
民
族
意
識
を
強
化
し
な
が
ら
進
行
す
る
国
家
間
の
対
立
と
い
う
形
で
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
世
界
規
模

で
は
9
・
11
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
境
を
超
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
軍
事
力
が
生
み
出
す
対
立
と
い
う
形
で
進
行

し
て
い
て
、
そ
の
対
立
を
生
み
出
す
核
と
し
て
宗
教
意
識
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

他
方
で
文
化
は
、
人
々
の
間
に
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
「
ツ
ー
ル
」
と
し
て
も
働
い
て
い
ま
す
。
民
族
意
識
も
宗
教

意
識
も
、「
同
じ
民
族
」「
同
じ
宗
教
」
に
生
き
る
人
た
ち
を
つ
な
ぐ
働
き
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
さ
ら
に
は
そ

う
い
う
部
分
的
な
つ
な
が
り
で
は
な
い
、「
人
類
」
を
単
位
に
し
た
つ
な
が
り
の
模
索
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
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え
ば
世
界
遺
産
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
話
題
に
上
が
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
国
境
を
超
え
て
価
値
の
あ

る
も
の
を
世
界
で
共
有
し
よ
う
と
す
る
、
新
し
い
共
通
文
化
創
造
の
試
み
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
民
主
主
義
や
人
権
と

い
っ
た
政
治
文
化
的
な
意
識
の
拡
が
り
も
同
様
で
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
を
そ
こ
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ

う
。
文
化
的
な
要
素
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
共
生
の
関
係
が
そ
こ
で
は
模
索
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

ネ
ッ
ト
社
会
の
出
現
は
、そ
の
よ
う
な
現
代
的
な
対
立
と
共
生
の
世
界
を
急
速
に
推
し
進
め
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。そ

れ
は
国
や
国
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
単
位
に
し
た
、
旧
来
の
人
の
ま
と
ま
り
を
急
速
に
崩
し
始
め
、
そ
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
要

素
が
世
界
を
動
か
し
て
き
て
い
ま
す
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
急
速
な
発
達
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
経
済
活
動
の
領
域
で
も
、

い
わ
ゆ
る
テ
ロ
の
問
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
軍
事
面
で
も
、
ま
た
地
球
温
暖
化
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
問
題
の

面
で
も
、
国
境
が
最
初
か
ら
ス
ル
ー
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
つ
な
が
り
や
対
立
が
、
ど
ん
ど
ん
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
根

底
か
ら
変
え
て
い
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
新
し
い
事
態
の
出
現
に
、
改
め
て
国
や
そ
の
連
合
と
い
う
ま
と
ま
り
を
強
化
し
直
す
こ
と
で
対
処
し
よ

う
と
す
る
動
き
と
、
国
境
線
と
無
関
係
に
つ
な
が
り
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
動
き
と
、
そ
の
両
方
の
模
索
が
同
時
に
続

い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
対
立
関
係
の
深
化
と
新
た
な
つ
な
が
り
の
模
索
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
常
に
絡
ま
り
あ
っ
て

事
態
が
展
開
し
て
い
ま
す
。
つ
な
が
り
は
国
境
線
の
よ
う
な
境
界
線
が
明
確
な
集
団
と
い
う
形
で
模
索
さ
れ
る
場
合
も
、

そ
れ
が
全
く
不
明
確
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
模
索
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
対
立
も
、
明
確
な
境
界
を
持
つ
集
団

を
単
位
に
作
ら
れ
る
場
合
も
、
個
人
を
単
位
に
作
ら
れ
る
境
目
の
不
明
確
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
み
出
す
場
合
も
あ
り

ま
す
。

社
会
主
義
的
計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
と
、
資
本
主
義
的
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
闘
い
が
後
者
の
勝
利
に
終
わ
り
、
世
界
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の
大
部
分
が
資
本
主
義
的
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
共
通
の
基
盤
と
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
そ
れ
に
対
す
る
公
的
な

権
力
の
関
わ
り
方
に
個
性
が
目
立
つ
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
対
立
と
共
生
を
め
ぐ
る
世
界
規
模
の
争
い
は
、

政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ハ
ー
ド
の
面
の
争
い
の
性
格
が
相
対
的
に
弱
ま
り
、
今
度
は
ハ
ー
ド
の
面
を
共
有
し
た
者

同
士
の
「
文
化
」
と
い
う
ソ
フ
ト
面
の
争
い
が
前
面
に
出
て
き
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
軍
事
対
立
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
の

問
題
な
ど
が
そ
の
背
景
に
経
済
的
な
矛
盾
、
利
害
対
立
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ

ス
の
中
で
、「
文
化
」
に
つ
い
て
の
意
識
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
経
済
的
対
立
が
文
化
的
な
対
立
の

様
相
を
伴
う
こ
と
で
軍
事
対
立
に
つ
な
が
る
。
そ
う
い
う
展
開
が
改
め
て
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
経
済
的
対
立
を
軍
事
対
立
に
つ
な
げ
ず
、
異
質
な
者
同
士
の
相
互
依
存
と
共
生
に
つ
な

げ
る
よ
う
な
「
文
化
的
な
工
夫
」
も
ま
た
、
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
そ
う
に
思
い
ま
す
。

0-

2　

心
―
普
遍
か
ら
具
体
へ

話
を
心
理
学
の
ほ
う
に
移
し
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
現
代
の
心
理
学
は
、
物
理
学
を
中
心
と
す
る
自
然
科
学
の
成
功
を
模
倣
す
る
形
で
近
代
に

な
っ
て
哲
学
か
ら
別
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
代
的
な
背
景
で
あ
っ
た
近
代
は
、
人
類
す
べ
て
を
包
括
で
き
る
も
の
と
想
定
さ
れ
た
共
通
の
基
準
を
設
定
す

る
「
普
遍
主
義
」
の
流
れ
を
作
っ
て
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
思
想
の
面
で
は
個
々
人
の
差
異
を
超
え
て
す
べ
て
の
人
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に
認
め
ら
れ
る
人
権
概
念
、
政
治
の
面
で
は
す
べ
て
の
人
が
権
力
の
源
泉
と
し
て
平
等
な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
主
権
者

概
念
、
法
の
面
で
は
す
べ
て
の
人
を
同
等
な
権
利
主
体
と
見
な
す
人
格
概
念
、
経
済
の
面
で
は
文
化
を
超
え
て
同
一
視

さ
れ
る
経
済
人
概
念
な
ど
に
、
そ
れ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

実
際
新
た
に
誕
生
し
た
心
理
学
も
ま
た
、
普
遍
的
な
知
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
作
ら
れ
て
き
た
自
然
科
学
に
範
を
と
り
、

人
類
す
べ
て
に
通
用
す
る
「
普
遍
的
な
人
間
像
」
を
人
々
に
提
供
す
る
試
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
普
遍
性
は
、
人
と

い
う
生
物
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
動
物
の
進
化
と
い
う
、
さ
ら
に
大
き
な
普
遍
性
に
人
間
の
心
を
位
置
づ
け
て
理
解
す
る

枠
組
み
も
常
識
化
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
普
遍
だ
け
で
人
を
理
解
し
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
を
持
っ
て
生
き
て
い

ま
す
し
、
そ
れ
は
他
の
誰
で
も
な
い
、
他
者
と
は
取
り
換
え
の
き
か
な
い
こ
の
私
が
私
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。心
理
学
で
も
個
性
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。さ
ま
ざ
ま
な
心
理
学
的
テ
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
、そ

れ
ぞ
れ
の
人
が
持
っ
て
い
る
心
理
的
な
特
徴
（
個
性
）
を
測
る
道
具
に
な
っ
て
い
ま
す
。
文
化
は
生
物
種
と
し
て
の
ヒ

ト
の
普
遍
性
と
、
個
人
と
し
て
の
人
の
個
別
性
の
間
に
あ
る
現
象
で
す
が
、
文
化
差
の
問
題
も
集
団
的
に
共
有
さ
れ
た

個
性
の
問
題
と
な
り
ま
す
。

心
理
学
は
普
遍
的
な
人
間
像
を
求
め
て
個
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
個
性
を
普
遍
的
な
人
間

像
を
も
と
に
、
そ
の
二
次
的
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
か
つ
て
は
基
礎
心
理
学

と
応
用
心
理
学
と
い
う
区
分
け
が
よ
く
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
普
遍
的
で
標
準
的
な
人
間
像
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
心
理

学
こ
そ
が
心
理
学
の
王
道
で
あ
り
、
個
性
の
差
や
年
齢
の
差
、
あ
る
い
は
「
老
い
」
や
「
病
理
」
や
「
障
が
い
」、「
犯

罪
」
と
い
っ
た
問
題
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
の
「
外
れ
方
」
や
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
「
応
用
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問
題
」
と
い
っ
た
位
置
づ
け
で
し
た
。
普
遍
が
主
で
、
個
別
具
体
は
従
だ
っ
た
の
で
す
。

文
化
差
も
そ
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。
普
遍
的
で
一
般
的
な
心
理
シ
ス
テ
ム
を
共
有
し
た
人
間
が
、
文
化
と
い
う
環

境
的
な
要
因
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
「
文
化
化
」
さ
れ
、
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
育
て
て
い
く
と
い
う
発
想
が

そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
比
較
文
化
心
理
学
的
な
研
究
は
そ
の
よ
う
な
発
想
の
中
で
、
文
化
の
違
い
や
そ
の
違
い
を
生
む
要

因
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
世
を
風
靡
し
、
今
も
強
い
影
響
力
を
持
つ

集
団
主
義
と
個
人
主
義
の
議
論
な
ど
も
、「
集
団 

vs 

個
人
」
と
い
う
一
元
的
な
物
差
し
を
作
っ
て
世
界
中
の
文
化
差
を

測
定
し
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
、
普
遍
主
義
的
な
心
理
学
的
文
化
研
究
の
典
型
で
す
。
こ
の
場
合
は
そ
の
物
差
し
が
普

遍
的
ツ
ー
ル
と
見
な
さ
れ
、
文
化
は
そ
の
物
差
し
上
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
「
生
物
学
的
普
遍
主
義
」
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
発
想
に
原
理
的
な
と
こ
ろ
で
批
判
を
加
え
た
の
は
、旧

ソ
連
の
心
理
学
者
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
で
し
た
。
こ
の
流
れ
は
興
味
深
い
こ
と
に
、
旧
ソ
連
が
敗
北
し
て
い
く
過
程
で
ア
メ

リ
カ
に
移
入
さ
れ
、
ソ
連
解
体
後
に
か
え
っ
て
大
き
な
展
開
を
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
比
較
文
化
心
理
学
に
対
す
る
「
文

化
心
理
学
」
と
か
「
社
会
文
化
心
理
学
」
あ
る
い
は
「
文
化
・
歴
史
的
活
動
理
論
」
と
い
っ
た
新
し
い
心
理
学
の
流
れ

を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

旧
来
の
心
理
学
と
こ
の
心
理
学
の
大
事
な
違
い
は
、
何
を
心
の
普
遍
性
と
考
え
る
か
で
す
。
前
者
は
文
化
に
か
か
わ

ら
ず
共
通
す
る
普
遍
を
問
題
に
し
、
上
記
の
よ
う
に
「
生
物
学
的
な
普
遍
性
を
持
っ
た
個
人
の
内
的
な
心
が
、
外
的
な

要
因
に
よ
っ
て
文
化
化
さ
れ
る
」
と
い
う
発
想
で
文
化
を
と
ら
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、「
個
人
の
心
と
い

う
も
の
は
そ
れ
自
体
が
個
別
的
で
具
体
的
な
文
化
と
し
て
し
か
成
立
し
得
な
い
」
と
考
え
ま
す
。
こ
の
議
論
で
は
心
が

文
化
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
精
神
の
「
普
遍
的
な
性
格
」
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
個
別
具
体
的
で
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あ
る
こ
と
が
主
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
流
れ
が
今
や
比
較
文
化
心
理
学
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
集
団
主
義
と
個
人
主
義

の
議
論
の
最
新
版
と
い
う
趣
を
持
つ
、
文
化
的
自
己
観
の
概
念
で
ア
メ
リ
カ
の
比
較
文
化
心
理
学
を
リ
ー
ド
す
る
研
究

者
の
一
人
で
あ
る
北
山
忍
さ
ん
た
ち
も
、
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
の
流
れ
を
取
り
込
ん
だ
彼
ら
の
「
文
化
心
理
学
」
を
展
開
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
（
北
山 1997

）。

文
化
の
領
域
に
限
ら
ず
、心
と
い
う
も
の
を
、個
人
の
内
側
の
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
考
え
な
い
発
想
も
、心

理
学
で
は
次
々
に
展
開
を
し
ま
し
た
。
私
も
関
わ
っ
て
い
る
供
述
分
析
の
領
域
で
言
え
ば
、
記
憶
と
い
う
現
象
も
そ
の

よ
う
な
発
想
で
と
ら
え
る
べ
き
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
。
記
憶
は
外
界
の
情
報
を
コ
ー
ド
変
換
し
て
脳
内
に
ス
ト
ッ
ク
し
、

必
要
に
応
じ
て
取
り
出
す
と
い
っ
た
、
個
人
内
部
で
基
本
的
に
説
明
可
能
な
単
純
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
な
の
で
す
。

記
憶
は
「
語
り
」
を
通
し
て
人
と
共
有
さ
れ
る
に
至
り
、「
記
憶
」
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
記
憶
に

関
す
る
語
り
、
想
起
は
他
者
と
の
語
り
の
場
の
性
格
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
、
そ
の
場
で
「
生
み
出
さ
れ
る
」
も
の

な
の
で
す
。場
の
性
格
が
変
わ
れ
ば
、そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
る
記
憶
の
内
容
も
時
に
劇
的
と
言
え
る
ほ
ど
大
き
く
変
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。「
自
白
」
や
「
目
撃
証
言
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
冤
罪
も
、
そ
の
よ
う
な
「
生
み
出
さ
れ
た
物

語
」（
山
本 2003

）
と
し
て
の
記
憶
の
産
物
で
す
。

想
起
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
情
報
を
記
憶
と
し
て
取
り
込
む
段
階
で
も
、
ま
た
そ
れ
を
理
解
し
て
保
持

し
て
お
く
段
階
で
も
、
私
た
ち
は
私
た
ち
に
わ
か
り
や
す
い
形
に
情
報
を
処
理
し
て
扱
い
ま
す
。
特
に
人
が
絡
む
出
来

事
で
は
、
そ
の
出
来
事
を
一
種
の
物
語
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
わ
か
り
や
す
さ
が
増
し
ま
す
。
わ
か
り
や
す
い
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か
ら
そ
の
物
語
が
事
実
を
う
ま
く
反
映
し
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
実
際
は
む
し
ろ
逆
で
、
私
た
ち
の
研
究
か
ら
も

い
く
ら
で
も
そ
の
例
を
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
わ
か
り
や
す
さ
を
生
み
出
す
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
事
実
が
無
視
さ
れ
た

り
否
定
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
な
か
っ
た
事
実
が
付
け
加
わ
る
こ
と
は
頻
繁
に
、
ご
く
普
通
に
生
じ
る
出
来
事
で
す
。

出
来
事
の
記
憶
が
そ
の
よ
う
な
物
語
的
な
構
造
化
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
は
困
難
で
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

個
々
人
の
生
み
出
す
物
語
は
、
外
的
な
人
間
関
係
の
構
造
と
無
関
係
に
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ゴ

ツ
キ
ー
な
ら
「
ド
ラ
マ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
（
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー 2008; 

田
島 

印
刷
中
）、
バ
ー

ト
レ
ッ
ト
の
記
憶
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
（Bartlett, F.C. 1932/1983

）、
そ
の
人
間
関
係
の
構
造
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
ガ
イ
ド
す
る
物
語
そ
れ
自
体
が
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
具
体
的
な
記
憶
現
象

は
、
単
な
る
生
物
学
的
・
生
理
学
的
な
普
遍
性
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
ず
、
そ
の
文
化
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
扱
い
き

れ
な
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。

状
況
的
認
知
と
い
う
考
え
方
も
そ
う
で
す
が
、
個
人
内
部
の
自
立
的
な
現
象
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
外
部
と
の

関
係
の
中
で
し
か
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
質
の
問
題
が
、
心
理
学
の
い
ろ
い
ろ
な

領
域
で
起
こ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
人
の
心
は
環
境
と
の
関
係
で
成
立
し
、
そ
し
て
そ
の
環
境
と
し
て
人
間
関
係
は
き
わ

め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
心
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
な
人
間
関
係
か
ら
離
れ
た
、

抽
象
的
な
普
遍
的
シ
ス
テ
ム
と
は
見
な
し
が
た
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

文
化
と
い
う
現
象
は
、
単
に
応
用
心
理
学
の
一
領
域
に
関
わ
る
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
で
は
な
く
、「
心
の
普
遍
主
義
」
を

相
対
化
す
る
大
事
な
論
点
と
し
て
、
近
代
の
心
理
学
の
原
理
を
揺
る
が
す
問
題
と
な
っ
て
、
今
立
ち
現
わ
れ
て
き
て
い

る
と
私
に
は
思
え
ま
す
。
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0-

3　

文
化
っ
て
何
？

さ
て
本
書
の
役
割
で
す
。

こ
こ
ま
で
に
少
し
考
え
て
み
た
よ
う
に
、
文
化
と
い
う
問
題
が
、
現
在
い
ろ
い
ろ
な
面
で
と
て
も
大
き
な
意
味
を
持

つ
巨
大
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
た
ぶ
ん
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
本
書
で
そ
う
い
う
大
き
な
問
題

全
体
を
直
接
に
扱
お
う
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
ん
な
力
が
私
個
人
に
あ
る
わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
こ
こ
で
扱
い
た
い
問
題
は
、
も
っ
と
素
朴
な
こ
と
、
つ
ま
り
「
文
化
っ
て
何
？
」
と
い
う
問
題
で
す
。

修
士
論
文
の
研
究
以
来
、
私
は
人
間
の
所
有
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
発
達
心
理
学
的
な
視
点
か
ら
研
究
し
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
1
歳
か
ら
3
歳
に
か
け
て
、
そ
の
後
の
人
間
的
所
有
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
大
き
な
転
換
が
起
こ
る
こ

と
を
見
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
日
本
の
、
京
都
と
い
う
一
地
方
の
、
小
さ
な
保
育
施
設
で
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
し

た
。で

も
人
間
の
所
有
と
い
う
の
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
社
会
に
よ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現
わ
れ
ま
す
。

文
化
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
、「
人
に
と
っ
て
普
遍
的
な
所
有
の
発
達
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

あ
る
時
期
の
京
都
で
見
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
他
で
見
出
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、い
ざ
文
化
と
い
う
問
題
を
取
り
込
ん
で
研
究
を
し
よ
う
と
し
て
も
、い
っ
た
い
そ
れ
が
何
な
の
か
が
ち
っ

と
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。子
ど
も
の
行
動
の
ど
こ
に
「
文
化
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、大
人
の
関
わ
り
の
ど
こ
に
「
文

化
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
目
を
凝
ら
し
て
子
ど
も
を
見
つ
め
て
も
全
然
見
え
ま
せ
ん
。
文
化
を
何
か
外
的
な
環
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境
要
因
と
し
て
取
り
出
そ
う
と
し
て
も
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
す
。

心
理
学
的
な
文
化
比
較
の
研
究
や
、
人
類
学
の
議
論
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
文
化
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

あ
り
ま
す
。
文
化
に
よ
っ
て
人
が
い
か
に
異
な
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
か
が
見
え
て
き
ま
す
。「
人
は
文
化
に
影
響
さ

れ
て
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
は
そ
の
「
人
に
影
響
す
る
」
文
化
っ
て
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
と
、
と
た
ん

に
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
文
化
が
人
に
影
響
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
の
外
側
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
ど
こ
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
人
に
影
響
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
文
化
の
主
体
は
個
人

で
し
ょ
う
か
、
集
団
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
精
神
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
、
物
質
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
主
観
的
な

も
の
で
し
ょ
う
か
、
客
観
的
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
実
体
で
し
ょ
う
か
、
虚
構
で
し
ょ
う
か
。
文
化
が
個
人
の
外
に
あ

る
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
作
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
で
は
な
ぜ
文
化
は
変
化
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
文
化
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
見
方
の
中
で
、
自
分
は
こ
の
立
場
で
、
と

い
う
表
明
に
基
づ
く
研
究
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の
で
す
が
、そ
の
他
の
立
場
と
の
つ
な
が
り
が
な
か
な
か
見
え
ま
せ
ん
。文

化
と
し
て
の
心
を
言
う
文
化
心
理
学
は
、
旧
来
の
実
験
心
理
学
的
な
心
の
概
念
の
枠
組
み
を
出
な
い
比
較
文
化
心
理
学

に
異
を
唱
え
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
正
当
な
議
論
と
思
え
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
で
は
比
較
文
化
心
理
学
が
追
究
す

る
「
集
団
間
の
差
」
の
問
題
に
迫
れ
る
理
論
的
し
か
け
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
な
か
な
か
見
え
て
き
に
く
い
の

で
す
［
１
］。
そ
う
い
う
心
理
学
的
文
化
研
究
の
壁
を
、「
そ
も
そ
も
文
化
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
十
分
深
め
ら
れ
て
い
な

い
現
状
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
。

そ
れ
は
そ
う
だ
よ
、
文
化
は
も
と
も
と
「
物
」
で
は
な
く
て
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
な
ん
だ
か
ら
、
直
接
目
に
見
え
る
よ


