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凡
そ
重
な
り
合
う
こ
と
の
殆
ん
ど
不
可
能
に
し
て
極
め
て
困
難
な
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
と
い
う
対
蹠
的
な
在
様
を
︑
敢
え
て
⾃
⾝
の
必
然
と

し
て
歌
い
お
お
せ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
優
れ
て
然
る
べ
き
⽣
の
位
相
を
披
露
す
る
⽂
学
が
⼗
九
世
紀
末
の
英
国
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
起
っ
た
︒

そ
れ
を
名
指
し
て
デ
カ
ダ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
そ
の
⽂
学
は
︑
淵
源
を
辿
っ
て
み
る
と
凋
落
へ
の
⼀
途
な
思
い
か
ら
創
り
出
さ
れ
て
い
た
︒
デ

カ
ダ
ン
ス
と
い
う
名
の
⽂
学
と
は
︑
つ
い
に
死
へ
と
⾄
る
凋
落
の
⽣
に
ひ
た
す
ら
思
い
を
傾
け
て
歌
っ
て
い
た
だ
け
の
︑
世
に
聞
こ
え
る

デ
カ
ダ
ン
ト

頽

廃

的

な
⽂
学
を
受
け
容
れ
つ
つ
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
る
べ
く
新
た
に
創
造
し
て
い
っ
た
そ
の
優
れ
て
然
る
べ
き
⽣
の
位
相
を
︑
つ

ま
り
対
蹠
的
な
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
の
稀
有
に
も
重
畳
し
た
唯
⼀
無
⼆
の
⽂
学
空
間
を
創
り
あ
げ
た
の
だ
と
⾔
い
切
っ
た
と
し
て
も
︑
決
し
て

⾔
い
過
ぎ
に
は
な
る
ま
い
︒
加
え
て
⾔
う
な
ら
ば
︑
そ
の
⽂
学
の
淵
源
が
証
し
て
い
る
よ
う
に
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
を
歌
う
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂

学
は
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ダ
ン
ト
な
⽂
学
が
ひ
た
す
ら
に
歌
う
凋
落
し
た
⽣
を
も
ち
ろ
ん
描
く
わ
け
だ
が
︑
し
か
し
専
ら
そ
う
し
た
⽣
の
凋
落
を

歌
う
姿
勢
か
ら
は
僅
か
な
が
ら
に
逸
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
︒
別
様
に
⾔
う
な
ら
ば
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
学
が
優
れ

て
然
る
べ
き
⽣
の
位
相
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
凋
落
へ
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
つ
い
に
死
へ
と
⾄
る
⽣
の
⾵
景
を
そ
の
ま
ま

そ
の
位
相
に
収
め
る
の
に
は
い
さ
さ
か
の
困
難
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
凋
落
・
頽
廃
・
衰
退
と
い
う
死
の
切
迫

（
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し
た
⽣
の
⾵
景
は
︑
新
た
に
顕
れ
る
で
あ
ろ
う
黎
明
を
⾃
⾝
の
⼀
部
と
し
て
取
り
込
む
機
運
に
は
つ
い
に
恵
ま
れ
ず
︑
な
お
も
刻
⼀
刻
と
そ
の
死
に

ゆ
く
⽣
の
在
様
を
ひ
た
す
ら
描
い
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
デ
カ
ダ
ン
ト
な
⽂
学
は
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂
学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
そ
の
⽂
学
の
本

源
的
な
精
髄
が
息
づ
い
て
い
る
⾵
景
と
し
て
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂
学
の
⼀
端
に
映
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
⾔
い
添
え
て
お
き
た
い
︒ 

 

先
ず
も
っ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
︑
凋
落
へ
の
悲
哀
を
儚
く
囁
い
て
つ
い
に
死
す
べ
き
瞬
間
を
迎
え
⼊
れ
よ
う
と
す
る
⽣
の
在
様
を
︑
時
に

そ
れ
は
⾃
暴
⾃
棄
と
な
っ
て
︑
あ
る
い
は
必
然
的
な
運
命
と
し
て
︑
は
た
ま
た
⾃
ら
を
断
念
す
る
意
志
と
し
て
⾚
裸
に
描
い
て
あ
ま
り
あ
る

︵︿
先
ず
も
っ
て
﹀
と
い
う
但
書
は
︑
同
時
に
︿
そ
の
⼀
つ
と
し
て
﹀
と
い
う
意
味
を
包
含
し
て
い
る
︶︒
デ
カ
ダ
ン
ス
の
こ
う
し
た
死
の
予
感

を
秘
め
つ
つ
凋
落
へ
の
道
⾏
き
を
辿
る
⽣
の
在
様
は
シ
モ
ン
ズ
も
イ
ェ
イ
ツ
も
そ
れ
を
詩
に
歌
っ
て
い
た
が
︑
マ
ラ
ル
メ
も
ま
た
死
の
迫
り

来
る
凋
落
へ
の
道
⾏
き
を
作
品
に
描
い
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
の
な
か
で
シ
モ
ン
ズ
が
マ
ラ
ル
メ
の
⽐
較
的
初
期

に
書
か
れ
た
﹁
散
⽂
詩
の
う
ち
で
恐
ら
く
最
も
絶
妙
な
作
品(

１)

﹂
だ
と
彼
⾃
ら
評
し
た
詩
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
秋
の
嘆
き
﹂
で
あ
る
︒
シ
モ
ン

ズ
は
そ
の
詩
を
⾃
⾝
の
⾔
葉
に
移
し
て
マ
ラ
ル
メ
の
辿
っ
た
凋
落
へ
の
悲
哀
に
充
ち
た
道
⾏
き
を
次
の
よ
う
に
披
露
し
て
い
る
︒ 

 
 

 
 

マ
リ
ア
が
私
を
お
い
て
他
の
星
へ
⾏
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
︵
果
し
て
ど
の
星
だ
っ
た
か
︑
オ
リ
オ
ン
か
︑
ア
ル
タ
イ

ル
か
︑
そ
れ
と
も
君
よ
︑
緑
の
⾦
星
だ
ろ
う
か
︶︑
私
は
そ
れ
以
来
ず
っ
と
孤
独
を
⼿
懐
け
て
き
た
︒
⽇
が
な
⼀
⽇
を
独
り
ぽ
っ
ち
で

ど
れ
ほ
ど
猫
と
過
ご
し
て
き
た
こ
と
か
︒﹁
独
り
ぽ
っ
ち
で
﹂
と
は
︑
有
形
の
存
在
物
は
伴
わ
ぬ
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
私
の
猫
は
神

秘
的
な
伴
侶
に
し
て
⼀
個
の
精
霊
な
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
私
は
そ
の
⻑
い
⼀
⽇
⼀
⽇
を
た
っ
た
独
り
で
猫
と
い
っ
し
ょ
に
︑
そ
う
︑

ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
期
に
お
け
る
最
後
の
作
家
の
⼀
⼈
と
い
っ
し
ょ
に
過
ご
し
た
と
⾔
え
よ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
あ
の
真
⽩
き
⼄
⼥
が

こ
の
世
を
去
っ
て
以
来
︑
私
は
不
思
議
に
も
奇
妙
に
も
﹁
衰
退
﹂
と
い
う
⼀
語
で
締
め
括
る
も
の
す
べ
て
を
愛
し
て
き
た
か
ら
だ
︒

か
く
し
て
⼀
年
の
う
ち
で
私
の
気
に
⼊
っ
て
い
る
季
節
と
は
︑
い
ま
や
秋
の
訪
れ
よ
う
と
す
る
前
の
あ
の
気
怠
い
⽇
々
で
あ
り
︑
⼀
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⽇
の
な
か
で
私
が
散
歩
に
出
か
け
る
時
刻
は
︑
⾊
褪
せ
て
ゆ
く
ま
え
の
⼣
陽
が
灰
⾊
の
壁
に
⻩
銅
⾊
の
光
を
︑
窓
ガ
ラ
ス
に
⾚
銅
⾊

の
光
を
じ
り
じ
り
と
照
り
返
し
て
い
る
時
点
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ま
さ
に
私
の
魂
が
歓
喜
を
求
め
る
そ
の
⽂
学
と
は
ロ
ー
マ

帝
国
終
焉
期
の
死
に
瀕
し
た
詩
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
詩
は
蛮
族
の
蘇
⽣
す
る
⽅
法
を
⼀
切
呼
吸
す
る
こ
と
も
な

く
︑
ま
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
散
⽂
の
稚
拙
な
ラ
テ
ン
語
を
ぎ
こ
ち
な
く
語
ら
な
け
れ
ば
の
話
で
は
あ
る
が
︒ 

そ
う
こ
う
す
る
な
か
︑
私
は
⽚
⽅
の
⼿
を
猫
の
尨
⽑
に
忍
ば
せ
て
愛
し
い
⾃
⾝
の
詩
を
ひ
と
つ
朗
誦
し
た
︵
そ
の
詩
の
頬
紅
⾊
し

た
筆
遣
い
は
⻘
春
の
瑞
々
し
い
頬
よ
り
も
私
を
魅
了
す
る
の
だ
︶︒
す
る
と
そ
の
と
き
︑
窓
の
下
で
バ
ル
バ
リ
ー
⾵
琴
が
物
憂
げ
に
歌

い
出
し
た
︒
⾵
琴
は
ポ
プ
ラ
並
⽊
の
遥
か
遠
く
へ
と
鳴
り
響
い
て
い
っ
た
︒
こ
れ
を
最
後
に
マ
リ
ア
が
か
細
い
蝋
燭
の
灯
に
守
ら
れ

て
そ
の
路
を
逝
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
︑
ポ
プ
ラ
の
葉
は
春
で
さ
え
も
私
に
は
悲
し
げ
に
映
っ
て
く
る
︒
そ
う
︑
あ
れ
は
紛
れ
も
な

く
悲
し
き
⼈
た
ち
の
楽
器
な
の
だ
︒
ピ
ア
ノ
は
燦
や
か
に
響
き
渡
り
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
裂
か
れ
た
⼼
を
明
る
み
の
も
と
に
運
ん
で
く

れ
る
け
れ
ど
︑
こ
の
バ
ル
バ
リ
ー
⾵
琴
は
追
憶
の
薄
明
に
失
意
の
夢
を
私
に
視
さ
せ
た
︒
⾵
琴
は
低
俗
の
浮
か
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
︑

た
と
え
ば
町
外
れ
の
⼈
情
を
陽
気
に
さ
せ
る
時
代
遅
れ
の
軽
薄
な
曲
を
⽖
弾
い
て
い
た
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
繰
り
返
す
旋
律
が

ま
さ
に
私
の
魂
そ
の
も
の
に
触
れ
て
ま
る
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
バ
ラ
ー
ド
を
聴
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
私
を
涙
さ
せ
た
の
は
ど

う
し
て
だ
ろ
う
か
︒
私
は
そ
の
調
べ
に
す
っ
か
り
聴
き
惚
れ
て
し
ま
っ
て
⼀
銭
の
お
⾦
す
ら
窓
か
ら
投
げ
て
や
れ
な
か
っ
た
︒
投
げ

て
し
ま
っ
た
な
ら
︑
調
べ
に
浸
っ
て
い
る
⼼
が
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
そ
の
楽
器
は
⾃
ら
歌
っ
て
は
い
な

い
こ
と
に
気
が
つ
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る(

２)

︒ 

  

夭
逝
し
た
妹
﹁
マ
リ
ア
﹂
を
遥
か
に
悲
し
く
想
い
な
が
ら
︑﹁
独
り
﹂
取
り
残
さ
れ
て
﹁
⽇
が
な
⼀
⽇
﹂
を
や
り
過
ご
す
﹁
私
﹂
の
そ
ば
に

は
︑﹁
神
秘
的
な
伴
侶
に
し
て
⼀
個
の
精
霊
﹂
と
な
っ
た
﹁
猫
﹂
が
蹲
っ
て
い
る
︒
愛
ら
し
い
﹁
猫
﹂
が
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
に
ど
う
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し
て
﹁
私
﹂
は
﹁
独
り
﹂
で
⽇
々
を
や
り
過
ご
し
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
は
私
の
﹁
猫
﹂
が
凡
そ
﹁
有
形
の
存
在
物
﹂
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て

⼈
の
眼
に
は
⾒
え
な
い
﹁
精
霊
﹂
と
い
う
⾐
裳
を
⾝
に
纏
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
眼
に
⾒
え
ぬ
﹁
精
霊
﹂
と
は
い
ま
は
亡
き
﹁
マ
リ
ア
﹂
で
あ

っ
て
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
猫
﹂
は
﹁
マ
リ
ア
﹂
の
化
⾝
と
し
て
﹁
私
﹂
の
傍
ら
に
蹲
っ
て
い
る
の
だ
︒
こ
う
し
て
さ
ら
に
﹁
私
﹂
は
﹁
猫
﹂
を
﹁
ロ

ー
マ
帝
国
の
衰
退
期
に
お
け
る
最
後
の
作
家
﹂
に
擬
え
て
み
る
︒
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
と
⾔
え
ば
︑﹁
マ
リ
ア
﹂
の
夭
逝
を
悲
し
く
も
や
り
過

ご
し
て
以
来
﹁
私
﹂
は
﹁
衰
退
﹂
と
い
う
⾔
葉
が
表
象
す
る
事
象
の
こ
と
ご
と
く
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
愛
す
べ
き
そ
の

﹁
衰
退
﹂︑
た
と
え
ば
夏
の
終
り
の
﹁
い
ま
や
秋
の
訪
れ
よ
う
と
す
る
前
の
あ
の
気
怠
い
⽇
々
﹂
を
﹁
私
﹂
は
陶
然
と
し
て
過
ご
し
た
り
︑
あ

る
い
は
散
歩
の
折
り
に
巡
り
逢
っ
た
あ
の
﹁
⾊
褪
せ
て
ゆ
く
ま
え
の
⼣
陽
が
灰
⾊
の
壁
に
⻩
銅
⾊
の
光
を
︑
窓
ガ
ラ
ス
に
⾚
銅
⾊
の
光
を
じ

り
じ
り
と
照
り
返
し
て
い
る
時
点
﹂
に
﹁
私
﹂
は
得
も
⾔
わ
れ
ぬ
恍
惚
を
覚
え
た
り
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑﹁
私
の
魂
﹂

が
い
ま
嬉
々
と
し
て
求
め
る
﹁
⽂
学
﹂
と
は
︑﹁
ロ
ー
マ
帝
国
終
焉
期
の
死
に
瀕
し
た
詩
﹂
を
措
い
て
は
他
に
あ
る
ま
い
と
﹁
私
﹂
は
思
い
⾄

る
︒
そ
こ
に
は
凡
そ
︿
黎
明
﹀
の
光
な
ぞ
要
ら
な
い
︒﹁
衰
退
﹂
と
い
う
凋
落
は
実
存
す
べ
き
⽣
の
⼀
つ
の
姿
勢
と
し
て
あ
る
の
だ
︒ 

 

こ
う
し
て
︑
ひ
た
す
ら
﹁
衰
退
﹂
へ
の
道
⾏
き
を
⾒
凝
め
る
﹁
私
﹂
が
⾃
ら
書
き
留
め
た
あ
の
﹁
愛
し
い
⾃
⾝
の
詩
﹂
を
⼝
ず
さ
ん
で
い

た
と
き
︑
そ
の
と
き
突
如
と
し
て
﹁
バ
ル
バ
リ
ー
⾵
琴
﹂
の
物
憂
げ
に
漂
っ
て
く
る
調
べ
に
﹁
私
﹂
は
⼼
打
た
れ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
﹁
⾵

琴
﹂
は
﹁
低
俗
の
浮
か
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
﹂︑
た
と
え
ば
﹁
町
外
れ
の
⼈
情
を
陽
気
に
さ
せ
る
時
代
遅
れ
の
軽
薄
な
曲
を
⽖
弾
い
て
い
た
﹂
の

に
︑
ど
う
し
て
そ
ん
な
調
べ
が
﹁
私
﹂
に
涙
を
誘
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
バ
ル
バ
リ
ー
⾵
琴
﹂
の
調
べ
を
聴
い
た
と
き
︑﹁
衰
退
﹂
し
つ
つ
あ

る
現
在
に
意
識
的
な
﹁
私
﹂
は
そ
の
﹁
衰
退
﹂
と
い
う
現
象
の
う
ち
に
⾃
⾝
の
在
り
し
⽇
々
の
情
景
を
朧
げ
に
想
い
浮
べ
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
バ
ル
バ
リ
ー
⾵
琴
は
追
憶
の
薄
明
に
失
意
の
夢
を
私
に
視
さ
せ
た
﹂
の
で
あ
る
︒
在
り
し
⽇
々
の
揺
蕩
う
そ
の
薄
明
り
の
な
か
︑﹁
私
﹂
は

喪
失
し
た
様
々
な
出
来
事
を
﹁
失
意
の
夢
﹂
と
し
て
蘇
ら
せ
る
︒﹁
失
意
の
夢
﹂
と
は
﹁
私
﹂
の
⼼
の
眼
に
浮
ん
だ
ど
う
に
も
拭
い
き
れ
な
い

悲
し
い
夢
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
果
し
て
﹁
マ
リ
ア
﹂
の
死
と
い
う
喪
失
は
﹁
私
﹂
に
何
を
遺
し
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
⽣
を
断
ち
切
る
死
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そ
れ
⾃
体
で
は
な
く
死
へ
と
⾄
る
﹁
衰
退
﹂
の
道
⾏
き
に
⾃
⾝
の
思
い
を
巡
ら
す
僅
か
な
幕
間
を
遺
し
て
い
っ
た
︒
死
へ
と
⾄
る
﹁
衰
退
﹂

す
な
わ
ち
﹁
凋
落
﹂
に
こ
そ
﹁
失
意
の
夢
﹂
と
い
う
実
存
と
し
て
の
⽣
が
し
ば
し
揺
蕩
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
悲
し
み
に
夢
想
す
る
﹁
私
﹂

は
そ
う
思
い
⾄
っ
た
︒ 

物
悲
し
く
も
移
ろ
い
ゆ
く
﹁
凋
落
﹂
が
も
う
⼀
つ
の
新
た
な
⽣
へ
と
架
橋
さ
れ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ

ろ
と
だ
が
︑
そ
れ
を
改
め
て
⾔
う
な
ら
ば
︑﹁
凋
落
﹂
へ
の
悲
し
み
を
哀
訴
し
て
や
ま
な
い
デ
カ
ダ
ン
ス
は
︑
時
な
ら
ず
そ
の
裡
に
︑
死
に
⾄

る
べ
き
⽣
の
儚
い
途
上
に
あ
り
つ
つ
も
新
た
な
⽣
の
黎
明
を
垣
間
⾒
る
と
い
う
望
外
な
る
契
機
を
孕
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
別
の
⾔
い
⽅
を
す

る
な
ら
ば
︑
⽂
学
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
と
い
う
対
蹠
的
な
様
相
を
抱
え
込
ん
で
⽣
の
然
る
べ
き
⽅
位
を
掲
げ
る
表

現
様
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
⼀
⽅
で
︑
そ
れ
と
は
別
に
﹁
凋
落
﹂
だ
け
を
ひ
た
す
ら
歌
う
様
式
で
も
あ
る
︒ 

 

そ
の
ひ
た
す
ら
に
﹁
凋
落
﹂
し
て
ゆ
く
デ
カ
ダ
ン
ス
を
﹁
秋
の
嘆
き
﹂
で
歌
っ
た
マ
ラ
ル
メ
は
︑
し
ば
し
⾶
躍
し
て
﹁
た
め
息
﹂
と
い
う

詩
の
な
か
で
﹁
凋
落
﹂
の
裡
に
も
僅
か
な
が
ら
に
新
⽣
た
る
黎
明
の
威
勢
が
眩
し
く
蠢
い
て
い
る
デ
カ
ダ
ン
ス
を
伝
え
よ
う
と
す
る
︵
こ
の

詩
に
関
し
て
は
す
で
に
引
⽤
し
て
解
釈
を
施
し
た
が
︑
そ
れ
を
補
⾜
す
る
形
で
再
び
引
⽤
と
解
釈
を
加
え
た
い
︶︒ 

    

⼼
優
し
い
妹
よ
︑
私
の
魂
は
︑
⾚
茶
け
た
落
葉
が
早
く
も
散
り
敷
く
秋
の
な
か 

悲
し
み
⾊
に
染
ま
ら
ぬ
お
ま
え
の
そ
の
額
へ 

天
使
さ
な
が
ら
に
そ
の
瞳
が
さ
ま
よ
う
空
へ
と 

昇
っ
て
い
く
︒
ま
る
で
憂
愁
の
庭
の
清
ら
な
噴
⽔
が 

⽩
く
溜
息
を
つ
い
て
⻘
空
へ
昇
っ
て
い
く
よ
う
に
！ 

あ
の
悲
し
み
の
⼗
⽉
が
深
く
味
わ
っ
た
蒼
⽩
く
も
純
粋
な
⻘
空
︒ 
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そ
の
と
き
蒼
穹
は
⽔
底
深
く
に
物
憂
げ
な
無
限
を
映
し
出
し
た
︑ 

⽩
い
波
間
に
悶
え
苦
し
む
葉
叢
は 

潮
⾵
に
煽
ら
れ
つ
つ
焦
茶
⾊
の
冷
た
い
澪
と
な
っ
て
彷
徨

さ
ま
よ

っ
た
︒ 

そ
こ
に
は
弥
果
の
光
を
永
く
曳
い
て
⻩
⾦
⾊
の
陽
が
揺
ら
め
い
て
い
た(

３)

︒ 

  

気
が
つ
け
ば
⽩
波
の
燦
め
き
渡
る
海
原
に
塗ま

み
れ
て
⾚
茶
け
た
秋
の
枯
葉
が
︑
つ
い
に
﹁
焦
茶
⾊
の
冷
た
い
澪
﹂
と
化
し
て
漂
い
ゆ
く
﹁
あ

の
悲
し
み
の
⼗
⽉
﹂
の
も
と
︑﹁
た
め
息
﹂
を
歌
う
マ
ラ
ル
メ
が
最
後
に
⾒
届
け
た
﹁
弥
果
の
光
を
永
く
曳
い
て
⻩
⾦
⾊
の
陽
が
揺
ら
め
い
て

い
た
﹂
⼣
闇
迫
る
海
は
︑
そ
の
薄
れ
ゆ
く
光
に
⽟
響

た
ま
ゆ
ら

の
窮
極
な
る
光
を
眩
し
く
も
放
っ
て
い
た
︒
ま
さ
に
燃
え
尽
き
そ
う
な
さ
な
か
の
⼀
瞬

間
き
ら
り
と
燦
め
く
光
の
極
点
に
⽴
ち
尽
く
し
た
マ
ラ
ル
メ
が
﹁
た
め
息
﹂
の
最
終
⾏
に
そ
の
窮
極
な
る
光
を
書
き
留
め
た
と
き
︑
そ
れ
は

そ
う
し
て
そ
の
ま
ま
詩
⼈
の
内
な
る
眼
に
⽣
の
滅
び
去
る
﹁
凋
落
﹂
と
顕
れ
来
る
で
あ
ろ
う
黎
明
を
照
り
返
す
光
と
な
っ
て
輝
い
て
い
た
︒

そ
こ
に
は
⾒
紛
う
こ
と
な
く
デ
カ
ダ
ン
ス
な
ら
で
は
の
雰
囲
気
が
仄
か
に
も
⾊
濃
く
も
揺
蕩
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
改
め
る
ま
で
も
な
く
デ

カ
ダ
ン
ス
の
そ
の
然
る
べ
き
在
様
は
︑
こ
う
し
た
⽣
の
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
を
⼀
つ
に
抱
え
込
も
う
と
す
る
稀
有
な
瞬
間
に
⾒
出
さ
れ
る
わ
け

だ
が
︑
し
か
し
同
時
に
︑
死
に
⾄
る
べ
き
⽣
の
流
れ
に
⼈
は
漂
い
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑﹁
凋
落
﹂
し
つ
つ
あ
る
⽣
の
儚
い
道
⾏
き
に
何

よ
り
も
強
く
デ
カ
ダ
ン
ス
の
気
配
を
感
じ
取
る
の
は
極
め
て
⾃
然
な
⽣
の
在
様
を
⽰
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
︒

し
た
が
っ
て
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
を
象
徴
的
に
描
く
最
終
⾏
を
除
い
て
は
︑
全
体
と
し
て
憂
い
の
漂
う
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
お
り
﹁
凋
落
﹂
の

イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
場
を
圧
倒
し
て
い
る
︒ 
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デ
カ
ダ
ン
ス
︵
２
︶ 

  

凡
そ
⽂
学
が
⽂
学
と
し
て
在
る
べ
き
存
在
証
明
の
要
諦
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
別
の
⾔
い
⽅
を
す
る
な
ら
ば
︑
果
し

て
⽂
学
の
掲
げ
る
べ
き
根
源
的

ラ
デ
ィ
カ
ル

な
⽅
位
と
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
︒
そ
れ
は
そ
の
時
代
の
⽀
配
的
な
趨
勢
に
異
を
唱
え
て
俗
世
の
時
流
に
抗
い

の
棹
を
突
き
刺
す
姿
勢
を
措
い
て
は
ほ
か
に
⾒
当
た
る
ま
い
︒
そ
う
し
た
抵
抗
す
る
⽂
学
の
⾔
う
な
ら
ば
根
本
姿
勢
は
︑
た
と
え
ば
⼗
九
世

紀
も
暮
れ
よ
う
と
す
る
英
国
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
世
紀
末
に
あ
っ
て
そ
の
威
圧
的
で
誇
ら
し
げ
な
時
勢
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
︑
特
異
な

⽂
学
の
創
造
を
成
し
遂
げ
た
︒
客
観
性
を
重
ん
ず
る
科
学
と
勤
勉
さ
を
宗
と
す
る
道
徳
︑
そ
し
て
実
利
に
価
値
を
置
く
物
質
⾄
上
主
義
が
も

た
ら
し
た
未
曾
有
の
繁
栄
に
圧
倒
さ
れ
る
な
か
︑
そ
れ
が
た
め
に
産
み
落
と
さ
れ
た
貧
困
と
反
科
学
的
姿
勢
と
反
道
徳
的
な
⾝
振
り
が
⾮
⼒

に
も
時
代
の
⽚
隅
で
叛
旗
を
翻
し
て
い
た
︒
時
代
は
︑
科
学
の
進
歩
と
物
質
的
繁
栄
を
謳
歌
し
て
そ
の
偽
善
へ
の
⾃
覚
も
な
い
ま
ま
排
他
的

な
振
舞
い
を
や
め
な
い
明
る
す
ぎ
る
ほ
ど
健
全
に
⾒
え
る
雰
囲
気
と
︑
そ
の
健
全
性
と
い
う
欺
瞞
を
拒
絶
し
て
ひ
た
す
ら
誠
実
に
し
か
し
暗

く
退
廃
へ
と
堕
し
て
い
く
気
分
と
を
⼀
部
で
漂
わ
せ
て
い
た
が
︑
こ
の
敵
対
し
て
歪
ん
だ
⼆
つ
の
流
れ
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
新
た
な
歴
史
の

う
ね
り
を
巻
き
起
そ
う
と
す
る
機
運
が
蠢
い
て
い
た
︒
⽂
学
に
眼
を
向
け
て
み
る
と
︑
い
わ
ゆ
る
デ
カ
ダ
ン
ス
と
象
徴
主
義
が
擡
頭
し
て
い

て
両
者
は
と
き
に
重
な
り
合
っ
た
り
も
し
て
そ
の
主
流
の
⼀
端
を
占
め
る
勢
い
を
⾒
せ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
時
代
は
世
に
⾔
う
と
こ
ろ
の
頽

廃
的
な
⽂
学
を
︿
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂
学
﹀
と
し
て
︑
そ
れ
を
超
え
る
べ
く
創
ら
れ
た
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
⽂
学
を
︿
象
徴
主
義
⽂
学
﹀
と
し
て

体
よ
く
そ
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
︒
こ
う
し
た
棲
み
分
け
は
果
し
て
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
も
と
よ
り
シ
モ
ン
ズ
は
﹃
象

徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
の
な
か
で
そ
の
無
効
性
を
微
妙
な
筆
致
で
仄
め
か
し
て
い
る
が
︑
象
徴
主
義
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂

学
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒ 

 

シ
モ
ン
ズ
の
﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
が
出
版
さ
れ
る
⼗
年
ほ
ど
前
の
⼀
⼋
九
〇
年
︑
詩
⼈
で
編
集
者
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
リ
ー
ス
と
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と
も
に
詩
⼈
の
交
流
の
場
を
設
け
よ
う
と
思
い
⽴
っ
た
イ
ェ
イ
ツ
は
︑
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ゲ
ー
ル
⽂
学
の
︑
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
⽂
学
の
研
究

者
で
も
あ
る
Ｔ
・
Ｗ
・
ロ
ー
ル
ス
ト
ー
ン
を
引
き
⼊
れ
て
︿
詩
⼈
倶
楽
部

ラ
イ
マ
ー
ズ
・
ク
ラ
ブ

﹀
を
起
ち
あ
げ
た
︒
そ
れ
は
志
を
同
じ
く
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
フ
リ

ー
ト
街
に
あ
る
居
酒
屋
﹁
チ
ェ
シ
ャ
ー
・
チ
ー
ズ
﹂
を
拠
点
に
⽂
学
の
根
本
姿
勢
を
問
う
詩
⼈
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
会
員
と
し
て

集
ま
っ
て
き
た
⽂
学
者
に
は
ジ
ョ
ン
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
︑
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ダ
ウ
ス
ン
︑
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
エ
リ
ス
︑
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ル
・
ガ
リ
エ
ン
︑
ジ
ョ
ン
・
ト
ド
ハ
ン
タ
ー
︑
そ
し
て
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
な
ど
が
名
を
連
ね
て
い
た
が
︑
彼

ら
は
定
期
的
に
会
合
を
開
い
て
⾃
⾝
の
詩
を
持
ち
寄
っ
て
は
朗
読
し
て
互
い
の
作
品
を
批
評
し
た
︒
彼
ら
世
紀
末
詩
⼈
の
な
か
に
は
︑
繁
栄

を
誇
る
物
質
⾄
上
主
義
の
時
代
を
不
本
意
な
が
ら
も
⽣
き
て
酒
や
⼥
に
溺
れ
⾝
を
持
ち
崩
し
た
り
︑
時
に
は
貧
困
の
う
ち
に
発
狂
し
た
り
⾃

ら
命
を
絶
っ
た
者
も
い
た
︒
世
間
の
眼
か
ら
⾒
れ
ば
ま
さ
に
彼
ら
は
︿
頽
廃
的
な
詩
⼈
﹀
と
し
て
︑
つ
ま
り
世
間
が
侮
蔑
的
に
押
し
た
悪
し

き
烙
印
に
ほ
か
な
ら
ぬ
︿
デ
カ
ダ
ン
ス
︵
凋
落
︶
の
⽂
学
﹀
に
⾝
を
や
つ
し
た
詩
⼈
と
し
て
凡
そ
社
会
か
ら
は
受
け
容
れ
難
い
存
在
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
︑
不
安
定
で
貧
窮
し
た
⽣
活
に
疲
弊
し
て
い
た
彼
ら
詩
⼈
は
︑
⾦
儲
け
の
た
め
に
作
品
を
創
る
こ
と
を
潔
し
と
は
せ
ず
︑
ま
た

抒
情
を
歌
う
そ
の
姿
勢
を
公
共
の
利
益
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
是
し
と
は
し
な
か
っ
た
︒
後
に
⼀
九
⼀
四
年
︑
詩
集
﹃
責
任
﹄
を
出
版
し
た

イ
ェ
イ
ツ
は
︑
巻
頭
詩
﹁
灰
⾊
の
岩
﹂︵
⼀
九
⼀
三
︶
の
な
か
で
そ
う
し
た
若
き
世
紀
末
の
詩
⼈
た
ち
を
こ
う
回
想
し
て
い
る
︒ 

 

居
酒
屋
の
飲
み
友
だ
ち
よ
︑
も
は
や
死
ん
で
し
ま
っ
た
君
た
ち
の 

た
ぶ
ん
幻
が
佇
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︑ 

た
か
が
⾻
と
⾁
は
放
り
棄
て
ら
れ
た
が
︑ 

あ
の
満
席
の
部
屋
で
は
善
き
⼈
と
な
っ
て
︒ 

君
た
ち
は
若
く
し
て
⾃
分
の
最
期
に
⽴
ち
合
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︑ 
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酒
が
禍
い
し
て
か
︑
⼥
に
⾝
を
崩
し
て
か
︑
そ
れ
と
も
毒
⾆
が
た
め
か
︒ 

け
れ
ど
も
君
た
ち
は
財
布
を
重
く
し
よ
う
と
し
て 

貧
相
な
詩
な
ぞ
創
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た
︒ 

⼤
勢
の
仲
間
を
引
き
込
も
う
と
し
て 

あ
る
⼤
義
を
声
⾼
に
信
奉
し
た
り
も
し
な
か
っ
た
︒ 

詩
神
た
ち
の
よ
り
厳
し
い
掟
を
君
た
ち
は
守
っ
た
︑ 

何
を
悔
や
む
わ
け
で
も
な
く
⾃
分
の
最
期
に
⽴
ち
合
っ
た
の
だ
っ
た
︒ 

こ
う
し
て
君
た
ち
は
世
間
に
忘
れ
ら
れ
た
詩
⼈
の
仲
間
⼊
り
を
し
て 

あ
の
弛
ま
ぬ
誇
り
⾼
き
眼
差
し
に
倣
う
権
利
を
⼿
に
し
た
の
だ
︒ 

な
か
で
も
私
は
ダ
ウ
ス
ン
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を 

こ
よ
な
く
讃
え
て
い
た
い(

４)

︒ 

  

そ
ん
な
放
蕩
を
ほ
し
い
ま
ま
に
⽣
き
た
若
き
詩
⼈
ダ
ウ
ス
ン
や
ジ
ョ
ン
ソ
ン
た
ち
の
そ
の
⽣
様
を
さ
ら
に
イ
ェ
イ
ツ
は
⼀
九
⼀
七
年
︑﹁
我

は
汝
の
主
な
り
﹂
と
い
う
詩
︵
⼀
九
⼀
九
年
出
版
の
詩
集
﹃
ク
ー
ル
湖
の
野
⽣
の
⽩
⿃
﹄
に
所
収
︶
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
も
い
た
︒ 

 

芸
術
と
は 

ひ
た
す
ら
に
本
物
を
視
よ
う
と
す
る
も
の
︒ 

凡
俗
の
夢
に
⽩
け
て
し
ま
っ
た
芸
術
家
の 
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往
き
着
く
先
は
ど
こ
に
︒ 

放
蕩
の
果
て
の
絶
望
だ
け
し
か
な
い(

５)

︒ 

 

こ
の
⼀
節
は
晩
年
に
書
い
た
⾃
叙
伝
﹃
悲
劇
的
世
代
﹄︵
⼀
九
三
六
︶
で
も
⾒
受

み

う

け
ら
れ
る
が(

６)

︑
イ
ェ
イ
ツ
⾃
ら
﹁
悲
劇
的
世
代
﹂
と
呼

ん
だ
彼
ら
若
き
世
紀
末
の
詩
⼈
た
ち
は
⾃
堕
落
で
放
縦
な
⽇
々
を
送
り
な
が
ら
も
精
神
の
潔
癖
さ
を
決
し
て
⼿
離
す
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
違

っ
た
⾔
い
⽅
を
す
る
な
ら
ば
精
神
の
潔
癖
さ
こ
そ
が
彼
ら
に
そ
う
し
た
頽
廃
的
な
⽣
を
⽣
き
さ
せ
た
の
だ
︒
そ
れ
は
世
紀
末
を
⽣
き
る
彼
ら

に
あ
っ
て
は
︑
あ
る
意
味
で
極
め
て
⾃
然
な
姿
勢
で
あ
っ
た
︒
偽
善
の
蔓
延
る
俗
世
を
忌
み
嫌
う
彼
ら
が
⽣
き
お
お
せ
た
﹁
放
蕩
の
果
て
の

絶
望
﹂
と
は
︑﹁
ひ
た
す
ら
に
本
物
を
視
よ
う
と
す
る
﹂
芸
術
の
そ
の
本
来
的
姿
勢
に
忠
実
で
あ
っ
た
彼
ら
の
実
存
的
な
⽣
が
果
た
し
た
象
徴

的
な
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒こ
こ
に
こ
そ
真
の
デ
カ
ダ
ン
ス
が
あ
っ
た
︒こ
う
⾔
っ
た
と
し
て
も
︑そ
れ
は
決
し
て
放
⾔
と
は
な
る
ま
い
︒

頽
廃
こ
そ
⽣
の
証
し
︑
つ
ま
り
実
存
そ
の
も
の
な
の
だ
と
果
た
し
て
誰
が
呟
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
︑
ダ
ウ
ス
ン
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
︑
も

ち
ろ
ん
シ
モ
ン
ズ
も
イ
ェ
イ
ツ
も
実
存
と
し
て
の
頽
廃
を
詩
に
歌
っ
て
い
た
︒ 

 

ラ
イ
マ
ー
ズ
・
ク
ラ
ブ
が
⼀
⼋
九
⼆
年
に
編
ん
だ
最
初
の
詩
集
﹃
詩
⼈
倶
楽
部
の
書
﹄
は
︑
世
紀
末
に
お
け
る
⾃
堕
落
な
⽣
や
儚
い
⽣
の

憂
鬱
を
歌
い
つ
つ
も
そ
こ
に
新
た
な
⽂
学
運
動
の
萌
芽
を
期
待
し
て
世
に
問
う
た
が
︑
果
た
せ
ず
し
て
そ
の
⼆
年
後
に
は
第
⼆
巻
を
出
し
た

と
こ
ろ
で
廃
刊
を
や
む
な
く
さ
れ
︑
イ
ェ
イ
ツ
の
期
待
も
彼
ら
の
死
と
と
も
に
早
く
も
潰
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
︒
⼀
九
世
紀
末
︑
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
⽂
芸
復
興
運
動
を
契
機
に
新
し
い
⽂
学
︑
い
わ
ば
世
界
⽂
学
を
確
⽴
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
イ
ェ
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
︑
世
紀
末
の
も
っ

ぱ
ら
頽
廃
的
な
雰
囲
気
を
帯
び
た
⽂
学
だ
と
世
間
が
⾒
下
す
デ
カ
ダ
ン
ス
に
も
新
た
な
⾵
を
︑
⾔
い
換
え
れ
ば
⾃
⾝
の
考
え
る
デ
カ
ダ
ン
ス

の
本
来
的
な
意
味
を
吹
き
込
み
た
い
と
も
強
く
願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
し
た
野
⼼
的
な
願
望
と
世
界
⽂
学
へ
の
願
望
は
︑
ど
こ

か
で
響
き
合
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒︿
詩
⼈
倶
楽
部
﹀
に
か
け
る
期
待
も
ま
た
イ
ェ
イ
ツ
の
秘
か
に
抱
懐
す
る
デ
カ
ダ
ン
ス
に
潜
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ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
と
通
底
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒ 

 
か
く
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
⼀
⼋
九
⼋
年
に
﹁
⾁
体
の
秋
﹂
と
題
し
た
短
い
エ
ッ
セ
イ
︵
⼀
九
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
善
悪
の
観
念
﹄
に
所

収
︶
を
書
い
て
い
る
が
︑
そ
の
な
か
で
デ
カ
ダ
ン
ス
を
⾒
据
え
な
が
ら
⾃
⾝
の
詩
的
⽅
位
を
声
⾼
に
こ
う
述
べ
て
い
た
︒ 

 

ど
の
国
の
芸
術
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
⼈
た
ち
か
ら
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
あ
の
朧
げ
な
光
や
朧
げ
な
⾊
合
い
︑
朧

げ
な
輪
郭
や
朧
げ
な
活
⼒
が
確
か
に
⾒
受
け
ら
れ
る
が
︑
芸
術
と
は
来
る
べ
き
も
の
を
夢
み
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
信
ず
る
私
と
し
て
は
︑
そ
う
し
た
朧
げ
な
る
も
の
を
む
し
ろ
⾁
体
の
秋
と
呼
び
た
い
︒
そ
の
リ
ズ
ム
が
ま
る
で
秋
の
⻩
昏
ど
き
に

響
き
渡
る
海
⿃
の
啼
き
声
の
よ
う
に
歌
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
あ
る
詩
⼈
は
﹁
陽
は
疲
れ
き
っ
て
い
る
か
ら
︑
も
う
鍬
を
⼤
地
に
置
く

と
き
だ
﹂
と
い
う
詩
⾏
に
そ
の
意
味
を
伝
え
て
い
る
︒
⾁
体
の
秋
は
次
の
よ
う
な
事
態
が
起
る
と
き
︑
そ
の
重
要
性
を
よ
り
深
め
て

い
く
︒
つ
ま
り
︑
外
界
の
法
則
の
解
説
者
た
る
実
証
科
学
が
常
に
排
斥
し
て
き
た
数
多
く
の
こ
と
︑
た
と
え
ば
⾔
葉
を
持
た
な
い
思

考
の
な
か
で
精
神
と
精
神
が
交
じ
り
合
う
こ
と
︑
夢
や
幻
想
の
裡
に
何
か
を
予
知
す
る
こ
と
︑
死
者
や
他
の
霊
的
存
在
者
が
私
た
ち

の
な
か
に
⽴
ち
現
れ
る
こ
と
︑
こ
う
し
た
こ
と
に
私
た
ち
が
関
⼼
を
⽰
し
始
め
た
と
き
︑
ま
さ
に
⾁
体
の
秋
は
私
た
ち
の
も
と
に
顕

現
す
る
の
で
あ
る
︒
た
ぶ
ん
︑
私
た
ち
は
世
界
の
重
⼤
な
転
換
期
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
永
き
に
互
っ
て
積
み
重
ね

て
き
た
富
を
肩
に
背
負
い
な
が
ら
︑
初
期
の
時
代
か
ら
降
り
つ
づ
け
て
き
た
歴
史
の
階
段
を
い
ま
や
⼈
間
は
昇
っ
て
い
こ
う
と
す
る

瞬
間
に
臨
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う(

７)

︒ 

 

﹁
朧
げ
な
﹂
と
形
容
さ
れ
る
そ
の
﹁
光
﹂
と
い
い
﹁
⾊
合
い
﹂
と
い
い
︑
ま
た
そ
の
﹁
輪
郭
﹂
と
い
い
﹁
活
⼒
﹂
と
い
う
そ
う
し
た
﹁
朧
げ

な
る
も
の
﹂︑
⾔
い
換
え
れ
ば
︿
仄
か
な
情
調
﹀
あ
る
い
は
︿
仄
か
な
気
配
﹀
を
⼤
⽅
の
⼈
間
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
呼
ん
で
い
る
と
イ
ェ
イ
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ツ
は
意
味
あ
り
げ
に
指
摘
す
る
が
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
と
⾔
え
ば
︑
前
述
の
ご
と
く
先
ず
は
そ
こ
に
憂
鬱
な
⽣
の
﹁
頽
落
・
凋
落
﹂
を
嗅
ぎ
付
け

る
の
が
⼀
般
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
イ
ェ
イ
ツ
は
そ
の
憂
鬱
に
し
て
頽
廃
的
な
世
紀
末
の
︿
デ
カ
ダ
ン
ス
﹀
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
︑
潜

勢
的
に
孕
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
あ
る
可
能
性
と
し
て
﹁
朧
げ
な
光
﹂
や
﹁
朧
げ
な
⾊
合
い
﹂
と
い
っ
た
︿
仄
か
な
情
調
・
気
配
﹀
に
﹁
デ

カ
ダ
ン
ス
﹂
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
︑
な
ぜ
か
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⾔
葉
に
は
触
⼿
が
動
か
な
い
︒︿
仄
か
な
情
調
・
気
配
﹀
を
多
く

の
国
の
⼤
⽅
の
⼈
間
が
た
ま
た
ま﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂と
呼
ん
だ
ま
で
の
こ
と
だ
と
内
⼼
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒い
ず
れ
に
し
て
も
︑

﹁
朧
げ
な
る
も
の
﹂
つ
ま
り
︿
仄
か
な
情
調
・
気
配
﹀
を
ま
え
に
し
て
︑
⾃
⾝
は
さ
て
措
き
多
く
の
⼈
間
が
そ
う
捉
え
て
い
る
と
イ
ェ
イ
ツ
が

指
摘
す
る
そ
の
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
︑
改
め
る
ま
で
も
な
く
積
極
的
な
意
味
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
︒
し
か

し
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
避
け
て
彼
固
有
の
⾔
葉
で
も
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
イ
ェ
イ
ツ
は
︑
そ
こ
に
敢
え
て
﹁
⾁
体
の
秋
﹂

と
い
う
意
匠
を
凝
ら
し
た
⾔
葉
を
も
っ
て
︿
仄
か
な
情
調
・
気
配
﹀︵
朧
げ
な
光
︑
⾊
合
い
︑
輪
郭
︑
活
⼒
︶
を
象
徴
し
よ
う
と
す
る
わ
け
だ

が
︑
そ
れ
に
連
動
し
て
発
し
た
⾔
説
つ
ま
り
﹁
芸
術
と
は
来
る
べ
き
も
の
を
夢
み
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
物
⾔
い

は
︑﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
は
⾔
わ
な
い
ま
で
も
﹁
頽
落
・
凋
落
﹂
と
い
っ
た
憂
鬱
な
⽣
の
在
様
が
イ
ェ
イ
ツ
の
⽬
ざ
す
⽂
学
の
射
程
に
収
め
ら

れ
て
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
︒ 

 

さ
て
﹁
来
る
べ
き
も
の
を
夢
み
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
﹂
芸
術
と
は
︑
そ
し
て
︿
仄
か
な
情
調
︵
気
配
︶﹀
と
は
︑
果
し
て
ど
の
よ
う
な

状
況
を
⽰
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
加
え
て
﹁
秋
の
⻩
昏
﹂
に
啼
く
海
⿃
の
よ
う
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
⼈
が
囁
く
﹁
陽
は
疲
れ
き
っ
て
い

る
か
ら
︑
も
う
鍬
を
⼤
地
に
置
く
と
き
だ
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
し
た
芸
術
や
⽣
の
在
様
は
︑

あ
る
も
の
が
遠
ざ
か
り
や
が
て
新
た
に
現
れ
出
る
で
あ
ろ
う
何
か
優
れ
た
も
の
を
幻
想
の
裡
に
待
ち
望
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
︿
仄
か
な
情
調

︵
気
配
︶﹀
は
︑
た
と
え
ば
﹁
朧
げ
な
光
﹂
や
﹁
朧
げ
な
⾊
合
い
﹂
に
⾒
る
よ
う
に
⼀
⽅
に
は
明
る
い
光
が
照
り
他
⽅
に
は
暗
い
闇
が
垂
れ
込

め
て
い
る
と
い
っ
た
領
野
に
漂
う
雰
囲
気
を
演
出
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
明
と
暗
の
繊
細
に
絡
み
合
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
︿
情
調
・
気
配
﹀
は
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在
る
よ
う
で
い
て
無
い
よ
う
な
在
り
無
し
の
極
め
て
微
妙
な
⽣
の
情
態
を
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
詩
⼈
の
詩
の
⼀
節

は
︑
そ
の
⽇
の
農
作
業
に
疲
れ
た
⾝
に
⼣
陽
を
浴
び
つ
つ
農
夫
が
休
息
に
就
こ
う
と
す
る
⼀
⽇
の
終
り
と
︑
そ
し
て
再
び
新
た
な
⼀
⽇
の
始

ま
り
を
伝
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
⾁
体
の
秋
﹂
は
あ
る
事
象
か
ら
他
の
あ
る
事
象
へ
と
移
り
変
ろ
う
と
す
る
暗
く
も
明

る
い
結
節
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
︒ 

 

﹁
朧
げ
な
﹂
雰
囲
気
の
漂
う
芸
術
を
射
程
に
⼊
れ
て
イ
ェ
イ
ツ
が
凡
そ
﹁
芸
術
と
は
来
る
べ
き
も
の
を
夢
⾒
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
﹂
と
明
⾔
す
る
と
き
︑
す
で
に
そ
の
﹁
朧
げ
な
る
も
の
﹂
を
帯
び
た
芸
術
は
も
は
や
﹁
凋
落
﹂
ば
か
り
を
仄
め
か
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
︒﹁
朧
げ
な
る
も
の
﹂
を
前
に
し
て
﹁
⾁
体
の
秋
﹂
と
彼
が
銘
打
っ
た
の
は
︑﹁
凋
落
﹂
し
つ
つ
あ
る
⾁
体
に
⽣
の
⻩
昏
を
⾒
る
と

同
時
に
﹁
来
る
べ
き
も
の
を
夢
み
な
が
ら
﹂︑
つ
ま
り
春
に
⾒
る
で
あ
ろ
う
⽣
の
黎
明
を
晩
秋
に
夢
想
し
な
が
ら
待
ち
望
ん
で
い
る
姿
も
そ
の

⾁
体
に
予
⾒
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹁
⾁
体
の
秋
﹂
は
⽣
の
⻩
昏
で
も
あ
れ
ば
⽣
の
黎
明
で
も
あ
る
と
い
う
⼆
様
の
変
わ
り
⽬
の
ひ
と
時
を
表

象
し
た
も
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
そ
の
﹁
朧
げ
な
﹂
雰
囲
気
を
よ
り
⼀
層
リ
ア
ル
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
の
よ
う
な
状
態
だ
ろ
う
か
︒

た
と
え
ば
︑
そ
れ
は
巡
る
季
節
の
な
か
に
で
は
な
く
⼀
⽇
の
明
け
暮
れ
に
⾒
出
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
⼣
暮
れ
時
に
も
夜
明
け
⽅
に
も
⾒
ら
れ

る
薄
明
り
の
ま
さ
に
神
秘
的
な
刹
那
の
情
景
を
織
り
成
す
﹁
薄
明
﹂
こ
そ
︑
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
く
れ
る
︒﹁
薄
明
﹂
と
は
︑
在
る
よ
う
で

い
て
無
く
︑
無
い
よ
う
で
い
て
在
る
と
い
っ
た
ま
さ
に
あ
の
﹁
朧
げ
な
﹂
世
界
を
醸
し
出
す
⾃
然
界
に
お
け
る
唯
⼀
の
現
象
だ
と
考
え
ら
れ

よ
う
︒
そ
う
し
た
在
り
無
し
の
﹁
薄
明
﹂
に
イ
ェ
イ
ツ
は
﹁
⾁
体
の
秋
﹂
に
潜
む
可
能
性
の
⼀
つ
を
⾒
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ

の
よ
う
に
し
て
﹁
精
神
的
で
あ
ま
り
⽬
⽴
た
な
い
も
の
﹂︑﹁
朧
げ
な
る
も
の
﹂︑﹁
⾁
体
の
秋
﹂︑
そ
し
て
﹁
薄
明
﹂
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
掲
げ
な

が
ら
詩
の
⾔
葉
を
紡
ぎ
出
そ
う
と
す
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
点
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
イ
ェ
イ
ツ
の
⾔
説
に
は
往
々
に

し
て
あ
の
対
蹠
的
︵
と
き
に
対
照
的
︶
な
意
味
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
︒
と
り
わ
け
﹁
⾁
体
の
秋
﹂︑﹁
薄
明
﹂
に
は
す
で
に
述

べ
た
⼆
律
背
反
性
と
同
じ
く
対
蹠
的
な
も
の
が
歴
然
と
窺
え
る
︒ 
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対
蹠
的
な
位
相
を
帯
び
た
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
い
﹁
⾁
体
の
秋
﹂
と
い
い
︑
は
た
ま
た
﹁
薄
明
﹂
や
﹁
気
配
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
し
か
し

な
が
ら
︑
⼀
⽅
の
極
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
可
能
性
も
潜
在
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
そ
う
し
た
志
向
を
す
で
に
宿
し
て
い
る

と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒
改
め
る
ま
で
も
な
く
︑
儚
い
﹁
凋
落
﹂
を
ひ
と
え
に
⾒
据
え
る
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
そ
う
し
た
⽣
の
境
位
に

イ
ェ
イ
ツ
も
シ
モ
ン
ズ
も
︑
そ
し
て
マ
ラ
ル
メ
も
⽂
学
の
精
髄
の
⼀
端
を
直
観
し
た
詩
⼈
で
あ
っ
た
︒
な
ら
ば
︑
そ
も
そ
も
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂

の
本
来
性
と
は
奈
辺
に
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
の
か
︒ 

 
 

 

 
 

 
 

 

デ
カ
ダ
ン
ス
︵
３
︶ 

  

凋
落
へ
の
悲
哀
を
歌
っ
て
そ
れ
が
頽
廃
的
だ
と
批
判
的
な
眼
を
向
け
ら
れ
つ
つ
も
︑︿
凋
落
と
黎
明
﹀
を
歌
う
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
名

の
⽂
学
が
︑
や
が
て
昇
華
さ
れ
て
象
徴
主
義
の
⽂
学
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
果
し
て
そ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂
学
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
︒
た
と
え
ば
﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
の
序
⽂
で
象
徴
主
義
と
絡
め
て
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
に
⾔
及
す
る
シ
モ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
︑

い
わ
ゆ
る
象
徴
主
義
が
現
れ
る
ま
え
の
時
代
に
は
︑
暗
⽰
す
る
の
で
は
な
く
事
象
を
正
確
に
⾔
い
切
る
⽂
体
を
⽬
指
す
様
式
の
⽂
学
が
定
着

し
て
い
た
が
︑
そ
う
し
た
⽂
学
の
流
れ
は
エ
レ
デ
ィ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
も
っ
て
終
熄
し
た
︒
そ
の
時
代
潮
流
の
な
か
で
新
た
な
⽂
学
が
胎
動

し
て
い
た
と
語
っ
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

フ
ラ
ン
ス
⽂
学
に
お
い
て
︑
現
代
に
先
⾏
す
る
偉
⼤
な
時
代
は
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
派
⽣
し
て
お
り
︑
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
や
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
︑
テ
ー
ヌ
︑
ゾ
ラ
︑
ル
コ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
を
輩
出
し
た
︒
テ
ー
ヌ
は
彼
よ
り
前

の
世
代
に
起
っ
た
事
象
と
後
の
世
代
に
起
っ
た
事
象
の
両
⾯
を
深
く
思
索
す
る
⼈
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
彼
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
ゾ
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ラ
を
同
時
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
折
し
も
科
学
の
時
代
︑
物
質
⾄
上
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
⾔
葉
は
︑
そ
れ
⾃
⾝

の
裡
に
内
在
す
る
軽
や
か
な
し
な
や
か
さ
を
備
え
て
い
る
の
で
︑
眼
に
⾒
え
て
在
る
も
の
す
べ
て
を
ま
さ
に
存
在
す
る
が
ま
ま
に
正

確
に
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
幾
つ
か
奇
蹟
を
起
し
た(

８)

︒ 

  

彼
ら
の
築
い
た
ロ
マ
ン
主
義
に
も
写
実
主
義
に
も
︑
そ
れ
に
⾃
然
主
義
⽂
学
に
も
実
は
世
紀
末
⽂
学
の
特
質
が
す
で
に
流
れ
て
い
た
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
す
る
シ
モ
ン
ズ
は
︑
そ
れ
を
﹁
奇
蹟
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
も
っ
て
語
る
︒
時
代
が
科
学
の
物
質
⾄
上
主
義
の
⾵
潮
に
あ
っ
て
み

れ
ば
︑
そ
う
し
た
⽂
学
作
品
は
﹁
眼
に
⾒
え
て
在
る
も
の
す
べ
て
を
ま
さ
に
存
在
す
る
が
ま
ま
に
正
確
に
表
現
す
る
﹂
こ
と
か
ら
は
決
し
て

逸
れ
た
り
は
し
ま
い
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
﹁
奇
蹟
﹂
が
起
っ
た
の
だ
と
彼
は
⾔
う
︒
そ
の
﹁
奇
蹟
﹂
の
契
機
と
は
果
し
て
何
か
︒
可
視
的
な

る
も
の
を
在
る
が
ま
ま
に
忠
実
に
表
現
す
る
⽂
体
を
さ
ら
に
細
⼤
漏
ら
さ
ず
そ
の
正
確
さ
を
窮
め
た
と
き
︑
ま
さ
に
﹁
奇
蹟
﹂
が
起
ろ
う
と

し
て
い
る
︒
そ
の
と
き
⾔
葉
の
本
来
的
に
﹁
そ
れ
⾃
⾝
の
裡
に
内
在
す
る
軽
や
か
な
し
な
や
か
さ
﹂
が
そ
の
窮
極
の
⽂
体
を
纏
っ
た
⽂
章
か

ら
顔
を
出
す
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
奇
蹟
﹂
の
契
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
⾔
葉
の
変
幻
⾃
在
な
る
﹁
し
な
や
か
さ
﹂
は
客
観
性
を
窮
極
ま
で

尽
く
し
た
⽂
章
の
な
か
か
ら
出
来
し
て
く
る
︒
別
様
に
⾔
う
な
ら
ば
︑
⾔
葉
が
事
物
を
正
確
に
徹
底
し
て
表
現
し
お
お
せ
な
い
限
り
︑
⾔
葉

に
秘
め
ら
れ
た
新
た
な
る
⽣
命
が
湧
き
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
︒ 

 

か
く
し
て
シ
モ
ン
ズ
は
そ
の
﹁
奇
蹟
﹂
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
な
ど
の
作
家
に
認
め
て
こ
ん
な
ふ
う
に
綴
っ
て
い
る
︒ 

 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
︑
そ
の
精
神
は
い
つ
も
⼈
⽣
の
酒
宴
に
酔
い
痴
れ
て
危
な
っ
か
し
い
客
な
の
だ
が
︑
彼
で
す
ら
リ
ア

リ
ズ
ム
の
あ
る
理
論
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
の
理
論
は
彼
の
詩
の
多
く
に
今
ま
で
⾒
た
こ
と
も
な
い
⾦
属
質
の
雰
囲
気
を
無
理
強
い
に

漂
わ
せ
︑
擬
態
な
ら
ぬ
擬
臭
を
様
々
に
充
満
さ
せ
︑
そ
う
し
て
過
度
な
ま
で
に
⼊
念
な
⾁
体
と
い
う
修
辞
を
駆
使
し
て
全
体
の
バ
ラ
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ン
ス
を
乱
す
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
世
に
出
た
⼩
説
家
の
う
ち
唯
⼀
⽋
点
の
な
い
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
︑
芸
術
つ
ま
り
形
式
重
視
の
芸

術
こ
そ
が
現
実
の
重
荷
か
ら
逃
れ
る
た
だ
⼀
つ
の
活
路
で
あ
る
と
い
っ
た
世
界
を
描
く
⼩
説
家
た
ら
ん
と
決
意
し
て
︑
さ
ら
に
魂
が

も
っ
ぱ
ら
⽂
学
の
創
造
主
と
し
て
機
能
す
る
世
界
を
描
こ
う
と
し
た
︒
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
は
起
伏
の
な
い
平
坦
な
空
間
に
⾊
刷
り
の

動
き
だ
け
が
あ
る
世
界
の
捉
え
難
く
儚
い
⼀
瞬
⼀
瞬
を
描
く
た
め
に
﹁
印
象
主
義
﹂
に
触
⼿
を
伸
ば
し
た
︒
そ
の
世
界
で
は
太
陽
と

影
が
芸
術
家
で
あ
っ
て
︑
両
者
に
劣
ら
ず
移
ろ
い
や
す
い
気
配
も
ま
た
男
と
⼥
を
同
時
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
意
識
を
有
し
た
芸
術

家
で
あ
っ
た
︒
ゾ
ラ
は
本
の
表
表
紙
と
裏
表
紙
の
内
側
を
煉
⽡
と
漆
喰
で
造
り
上
げ
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
魂
は
神
経
に
触
れ
て
絶
え

ず
微
動
し
て
い
る
流
動
体
で
あ
る
と
彼
は
確
信
し
て
い
て
︑
あ
る
科
学
者
が
そ
の
流
動
体
を
私
た
ち
の
た
め
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
だ
と
信
じ
て
や
ま
な
い
︒
そ
れ
は
ひ
と
り
の
科
学
者
が
空
気
を
壜
の
な
か
に
詰
め
込
ん
で
美
し
い
淡
⻘
⾊
の
液
体
を
造
り
出
し

た
の
と
同
じ
よ
う
だ
︒
ル
コ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
は
世
界
を
⽯
に
変
え
た
が
︑
そ
の
世
界
の
向
こ
う
側
に
あ
っ
て
は
東
洋
的
な
恍
惚
へ

と
昇
華
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
︑
⼀
種
﹁
涅
槃
﹂
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
悲
痛
の
な
い
休
息
の
ひ
と
時
を
⾒
る
ば
か
り
で
あ
っ

た(

９)

︒ 

 
 

 ⾼
踏
派
時
代
の
詩
⼈
に
し
て
ロ
マ
ン
主
義
の
末
裔
で
も
あ
り
と
同
時
に
象
徴
主
義
の
先
駆
者
と
も
評
さ
れ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
︑
リ
ア
リ

ズ
ム
の
導
⼊
に
よ
っ
て
︵﹁
過
度
な
ま
で
に
⼊
念
な
⾁
体
と
い
う
修
辞
を
駆
使
し
て
﹂︶
表
現
全
体
を
調
和
の
⼀
歩
⼿
前
で
変
形
さ
せ
た
︑
と

シ
モ
ン
ズ
は
指
摘
す
る
︒
執
拗
な
ま
で
に
相
対
⽴
・
⽭
盾
し
た
⼆
重
性
に
意
識
的
で
あ
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
︑
た
と
え
ば
﹃
悪
の
華
﹄
の

第
⼀
章
で
﹁
憂
愁
と
理
想
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
︑﹃
パ
リ
の
憂
愁
﹄
で
は
﹁
⼆
重
の
部
屋
﹂
と
い
う
散
⽂
詩
を
歌
っ
て
い
る
が
︑
⼆
重

⼈
で
あ
る
詩
⼈
は
ま
た
同
時
に
﹁
憂
愁
と
理
想
﹂
に
収
め
ら
れ
た
詩
﹁
万
物
照
応
﹂
の
な
か
で
混
沌
と
し
た
⼆
重
性
を
合
⼀
の
相
の
も
と
に

夢
想
す
る
の
で
も
あ
る
︒
し
か
し
合
⼀
の
相
に
は
微
か
な
不
調
が
潜
ん
で
い
る
と
シ
モ
ン
ズ
は
語
る
︒
詩
作
品
に
﹁
今
ま
で
⾒
た
こ
と
も
な
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い
⾦
属
質
の
雰
囲
気
﹂
と
﹁
擬
態
な
ら
ぬ
擬
臭
﹂
と
を
漂
わ
せ
て
読
者
に
そ
の
⾊
と
匂
い
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
︑
シ
モ
ン
ズ
⾔
う
と
こ
ろ

の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
︑
同
じ
く
﹃
悪
の
華
﹄
の
﹁
万
物
照
応
﹂
に
お
い
て
︿
匂
い
と
⾊
と
響
き
﹀
の
⼀
体
化
し
た
詩
的
宇
宙
に
息
づ
い
て
い
る
︒

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
う
歌
っ
て
い
る
︒﹁
⻑
い
こ
だ
ま
の
遠
く
か
ら
溶
け
合
う
よ
う
︑
／
涯
も
な
く
夜
の
よ
う
に
光
明
の
よ
う
に
︑
／
幽
明
の

深
い
合
⼀
の
う
ち
に
／
匂
と
⾊
と
響
き
と
は
︑
か
た
み
に
歌
う︵
10
︶﹂︵﹁

万
物
照
応
﹂
第
⼆
連
︶︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
次
に
は
︑
写
実
主
義
を
原

基
に
据
え
て
﹁
形
式
重
視
の
芸
術
﹂
が
現
実
を
超
越
す
る
唯
⼀
の
契
機
だ
と
⾒
な
す
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
︑
そ
し
て
﹁
捉
え
難
く
儚
い
⼀
瞬
⼀

瞬
﹂
を
絵
画
の
印
象
主
義
に
仮
託
し
て
描
く
と
同
時
に
そ
の
﹁
移
ろ
い
や
す
い
気
配
﹂
を
愛
し
合
う
男
と
⼥
の
関
係
に
擬
え
る
ゴ
ン
ク
ー
ル

兄
弟
が
い
る
︒
さ
ら
に
ゾ
ラ
に
あ
っ
て
は
﹁
本
の
表
表
紙
と
裏
表
紙
の
内
側
を
煉
⽡
と
漆
喰
で
造
り
上
げ
よ
う
と
し
た
﹂
と
シ
モ
ン
ズ
は
⾔

及
す
る
が
︑
そ
の
⾔
説
は
⼩
説
の
登
場
⼈
物
の
⾏
動
や
内
⾯
を
微
細
な
点
ま
で
遺
漏
の
な
い
よ
う
観
察
し
て
描
く
こ
と
を
⽬
標
と
す
る
ゾ
ラ

に
反
応
し
て
シ
モ
ン
ズ
が
家
の
建
造
に
喩
え
た
も
の
︑
つ
ま
り
﹁
煉
⽡
と
漆
喰
﹂
で
も
っ
て
家
の
密
閉
性
を
図
る
⼯
法
に
⼩
説
技
法
を
擬
え

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
魂
は
神
経
に
触
れ
て
絶
え
ず
微
動
し
て
い
る
流
動
体
で
あ
る
﹂
と
信
じ
て
や
ま
な
い
ゾ
ラ
は
︑
そ
の
﹁
魂
﹂

が
⾵
と
は
感
じ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
微
⾵
が
⽔
⾯
を
掠
め
る
と
き
に
僅
か
に
揺
ら
め
く
状
態
を
連
想
さ
せ
︑
凡
そ
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
絶
え
間

な
く
繊
細
に
浮
遊
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
液
体
空
気
を
指
す
﹁
美
し
い
淡
⻘
⾊
の
液
体
﹂
と
は
空
気

を
液
化
し
た
も
の
︑
つ
ま
り
液
体
窒
素
と
液
体
酸
素
の
混
合
物
で
あ
っ
て
い
く
ら
か
⻘
⾊
を
帯
び
て
お
り
空
気
を
圧
縮
し
冷
却
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
発
⽣
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
シ
モ
ン
ズ
の
⾔
い
⽅
は
︑
試
験
管
の
な
か
の
物
質
が
化
学
反
応
を
起
す
様
⼦
を
⾃
然
科
学
者
が
観

察
す
る
よ
う
に
︑
作
家
も
ま
た
現
実
に
⽣
き
る
⼈
間
の
在
様
を
科
学
的
客
観
的
に
描
く
こ
と
を
⼼
が
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
ゾ
ラ
を
想

定
す
る
が
ゆ
え
の
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
世
界
を
⽯
に
変
え
た
﹂
と
評
さ
れ
た
⾼
踏
派
詩
⼈
の
ル
コ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
は
︑
ロ
マ
ン
主
義
に

お
け
る
個
⼈
の
過
剰
な
る
感
情
吐
露
に
嫌
悪
し
て
⼈
間
の
感
情
⼀
切
を
排
斥
す
べ
く
︑
没
個
性
・
無
感
動
・
不
動
に
基
づ
い
て
詩
と
科
学
の

結
合
に
よ
る
客
観
的
な
描
写
を
提
唱
し
︑
動
物
の
世
界
と
い
う
⽂
化
な
き
⾃
然
に
⾃
⾝
の
⾃
我
を
照
射
し
て
同
時
代
の
⾃
然
科
学
に
歩
調
を
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合
わ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
描
い
た
︒
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
幻
滅
と
近
代
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
歌
う
彼
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
涅
槃
思
想
を
説
く
﹁
バ
ガ

パ
ッ
ド
ギ
ー
タ
ー
﹂
に
取
材
し
た
作
品
を
数
篇
書
い
て
い
る
が
︑﹁
⼀
種
涅
槃
の
よ
う
な
場
所
﹂
と
は
そ
の
辺
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
︒ 

 

こ
う
し
て
彼
ら
の
⽂
学
作
品
に
共
通
し
た
⼿
法
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
な
説
明
を
施
す
シ
モ
ン
ズ
は
︑
そ
こ
に
新
た
な
⽂
学
潮
流
の

予
感
を
仄
め
か
す
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
作
家
た
ち
に
お
い
て
は
︑
形
式
は
と
り
わ
け
正
確
で
あ
る
こ
と
を
⽬
指
し
た
︒
つ
ま
り
暗
⽰
す
る
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
⾔
い
切
る
こ
と
︑
⾔
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
何
も
残
っ
て
い
な
い
ほ
ど
完
璧
に
⾔
い
切
る
こ
と
を
⽬
標
に
掲
げ
た
︒
も

っ
と
も
︑
そ
れ
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
の
は
読
者
の
務
め
で
あ
ろ
う
︒
か
く
し
て
彼
ら
は
最
終
的
に
世
界
の
な
か
の
あ

る
側
⾯
を
表
現
し
た
︒
そ
の
う
ち
の
幾
⼈
か
は
暗
⽰
す
る
の
で
は
な
く
明
⾔
す
る
⽂
体
が
そ
れ
以
上
は
進
め
な
い
地
点
に
ま
で
⽂
体

を
運
ん
で
い
っ
た
︒
こ
う
し
た
傾
向
全
体
は
エ
レ
デ
ィ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
も
っ
て
壮
麗
な
幕
引
き
と
な
る
が
︑
彼
の
歌
の
な
か
で
形

式
と
し
て
の
⽂
学
が
最
後
の
⾔
葉
を
紡
い
で
息
を
引
き
取
る

︵
11
︶︒ 

 

﹁
⾔
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
何
も
残
っ
て
い
な
い
ほ
ど
完
璧
に
⾔
い
切
る
こ
と
を
⽬
標
に
掲
げ
た
﹂
彼
ら
は
︑﹁
暗
⽰
す
る
の
で
は

な
く
明
⾔
す
る
⽂
体
が
そ
れ
以
上
は
進
め
な
い
地
点
に
ま
で
⽂
体
を
運
ん
で
い
っ
た
﹂
わ
け
だ
が
︑
明
瞭
に
し
て
正
確
を
窮
め
た
﹁
⽂
体
﹂

を
⽬
ざ
し
た
﹁
形
式
と
し
て
の
⽂
学
﹂
は
リ
ー
ル
に
師
事
し
た
⾼
踏
派
詩
⼈
エ
レ
デ
ィ
ア
の
作
品
を
も
っ
て
終
熄
し
た
︒
エ
レ
デ
ィ
ア
と
⾔

え
ば
︑
⼀
⼋
九
三
年
に
そ
れ
ま
で
書
き
溜
め
た
⼀
⼀
七
編
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
幾
つ
か
の
⻑
編
詩
を
纏
め
て
⽣
涯
唯
⼀
の
詩
集
﹃
ト
ロ
フ
ィ
ー
﹄

を
刊
⾏
す
る
が
︑
⼈
間
の
歴
史
全
体
を
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
形
式
で
俯
瞰
し
よ
う
と
す
る
こ
の
詩
集
は
︑
先
史
時
代
か
ら
近
代
ま
で
の
時
間
と

⻄
洋
か
ら
東
洋
ま
で
及
ぶ
空
間
を
配
し
て
様
々
な
題
材
を
採
り
あ
げ
て
い
る
︒
短
詩
形
表
現
と
い
う
⽂
体
を
造
形
的
な
技
巧
に
よ
っ
て
窮
め

11
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た
形
式
的
完
成
度
の
⾼
い
そ
の
⽅
法
は
︑
⾼
踏
派
の
芸
術
⾄
上
主
義
美
学
の
理
想
と
し
て
後
代
に
影
響
を
与
え
た
と
評
さ
れ
て
い
る
︒

⼗
⼆
⾳
綴
⼗
四
⾏
詩

ア

レ

ク

サ

ン

ド

ラ

ン

を
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
⼀
⼤
パ
ノ
ラ
マ
を
描
く
こ
の
詩
集
を
評
し
て
︑
⾼
踏
派
と
象
徴
派
の
間
を
占
め

て
い
て
⼆
つ
の
詩
⾵
の
繫
ぎ
⽬
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
は
指
摘
し
た
が
︑
ま
た
あ
る
象
徴
主
義
者
た
ち

は
そ
れ
を
﹁
⾼
踏
派
の
葬
式
﹂
だ
と
評
し
た
︒ 

 

そ
れ
に
し
て
も
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
学
で
は
な
く
﹁
形
式
と
し
て
の
⽂
学
﹂
が
理
想
に
掲
げ
た
極
め
て
明
瞭
に
し
て
正
確
な
﹁
⽂
体
﹂
に

つ
い
て
シ
モ
ン
ズ
の
論
ず
る
件く

だ
り

は
︑
そ
の
⼗
数
年
ま
え
に
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
著
し
た
﹃
現
代
⼼
理
論
集
﹄︵
⼀
⼋
⼋
三
︶
で
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
を
論
じ
た
あ
る
⼀
節
を
髣
髴
と
さ
せ
る
︒そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
の
な
か
の﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
の
理
論
﹂と
題
し
た
章
に
⾒
ら
れ
る
︒

そ
の
な
か
で
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
社
会
と
⾔
語
を
⼀
種
の
有
機
体
に
擬
え
て
⾃
⾝
の
説
を
唱
え
る
が
︑
そ
れ
を
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
体
﹂
に
も
適

⽤
し
て
い
る
︒ 

 

⼀
つ
の
社
会
は
⼀
つ
の
有
機
体
に
た
と
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
事
実
︑
有
機
体
と
同
様
に
︑
社
会
は
よ
り
⼩
さ
い
有
機
体
の
⼀

つ
の
連
合
体
に
分
解
さ
れ
︑
ま
た
そ
う
し
た
連
合
体
も
同
じ
く
細
胞
の
⼀
連
合
体
に
分
解
さ
れ
る
︒
個
⼈
は
社
会
の
細
胞
で
あ
る
︒

全
有
機
体
が
活
発
に
作
⽤
す
る
た
め
に
は
︑
よ
り
⼩
さ
い
有
機
体
が
活
発
に
︑
た
だ
し
前
者
に
従
属
し
た
活
⼒
を
も
っ
て
作
⽤
す
る

こ
と
が
必
要
だ
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
こ
う
し
た
⼩
さ
い
有
機
体
が
同
じ
く
活
発
に
作
⽤
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
構
成
す
る
細
胞
が

活
発
に
︑た
だ
し
︑そ
れ
に
従
属
し
た
活
⼒
を
も
っ
て
作
⽤
す
る
こ
と
が
必
要
だ
︒も
し
細
胞
の
活
⼒
が
独
⽴
し
た
も
の
と
な
る
と
︑

全
有
機
体
を
構
成
す
る
も
ろ
も
ろ
の
有
機
体
も
同
様
に
⾃
⼰
の
活
⼒
に
従
属
す
る
こ
と
を
や
め
︑
か
く
て
⽣
じ
た
混
乱

ア
ナ
ル
シ
ー

は
全
体
の
デ

カ
ダ
ン
ス
を
作
り
上
げ
る
︒
社
会
有
機
体
も
こ
の
法
則
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
獲
得
さ
れ
た
安
寧
と
遺
伝
と
の
影
響
の
下
に
︑

個
⼈
⽣
活
が
拡
⼤
さ
れ
だ
す
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
デ
カ
ダ
ン
ス
に
踏
み
込
む
︒
そ
れ
と
同
⼀
の
法
則
が
⾔
語
と
い
う
い
ま
⼀
つ
の
有
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機
体
の
発
展
と
衰
退
と
を
⽀
配
し
て
い
る
︒
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
体
と
は
︑
作
品
の
統
⼀
が
解
体
し
て
⾴
が
独
⽴
し
︑
⾴
が
解
体
し
て

⽂
章
が
独
⽴
し
︑
⽂
章
が
解
体
し
て
単
語
が
独
⽴
し
て
し
ま
う
︑
そ
の
よ
う
な
⽂
体
で
あ
る
︒
こ
の
仮
説
を
裏
づ
け
︑
こ
の
類
推
を

証
拠
だ
て
る
実
例
は
現
代
⽂
学
の
な
か
に
数
多
く
あ
る

︵
12
︶︒ 

 

ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
考
え
る
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
体
﹂
と
は
論
理
⼀
貫
し
た
記
述
を
逸
脱
し
て
⾔
葉
︵﹁
単
語
﹂︶
そ
の
も
の
に
意
識
を
集
中
さ

せ
る
の
だ
が
︑
そ
の
と
き
⾔
葉
は
従
来
の
意
味
を
失
っ
て
新
た
な
地
平
に
意
味
を
模
索
す
る
︒
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
論
理
が
通
⽤
し
な
い

論
理
な
ら
ぬ
超
論
理
が
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
シ
モ
ン
ズ
の
論
じ
た
﹁
形
式
と
し
て
の
⽂
学
﹂
に
⾒
ら
れ
る
正
確
を
窮
め
た
﹁
⽂
体
﹂

が
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
⾔
う
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
体
﹂
を
想
起
さ
せ
る
と
す
で
に
述
べ
た
が
︑
同
じ
く
﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
の
序
論
で

シ
モ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 
 

 
 

﹁
象
徴
主
義
﹂
に
お
け
る
最
良
も
の
だ
け
を
纏
め
て
私
が
扱
っ
て
い
る
作
家
の
う
ち
︑
そ
の
殆
ん
ど
は
形
式
が
注
意
深
く
⼊
念
に
仕

上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
私
が
先
ほ
ど
形
式
に
拘
り
す
ぎ
て
い
る
点
を
⾮
難
し
た
作
家
の
場
合
と
少
な
く
と
も
同
じ
く
ら
い
に
重
要
だ
と

思
わ
れ
る
︒
⼀
読
す
れ
ば
︑
読
者
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
形
式
へ
の
⼊
念
な
気
配
り
は
彼
ら
と
は
全
く
別
次
元

の
動
機
か
ら
発
し
て
お
り
︑
ま
た
彼
ら
と
は
違
っ
た
⽬
的
地
に
辿
り
着
こ
う
と
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
形
式
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
ま

で
形
式
を
完
璧
に
仕
⽴
て
上
げ
よ
う
と
す
る
試
み
が
窺
え
る
の
で
あ
る
︒
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
芸
術
は
す
べ
て
詩
を
⼩
⿃
の
囀
り
に
創

り
あ
げ
︑
マ
ラ
ル
メ
の
芸
術
は
詩
を
交
響
楽
に
創
り
あ
げ
る
こ
と
に
あ
る
︒
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
に
あ
っ
て
は
演
劇
が
霊
的

な
⼒
を
具
体
的
に
表
現
し
︑
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
に
⾄
っ
て
は
霊
的
な
⼒
の
具
現
化
で
さ
え
な
く
霊
た
ち
の
声
を
遥
か
遠
く
で
響
き
漂

わ
せ
て
い
る
︒
完
璧
な
形
式
を
⽬
指
す
試
み
は
︑
⽂
学
を
霊
的
な
も
の
に
昇
華
さ
せ
て
修
辞
と
い
う
昔
か
ら
の
束
縛
︑
つ
ま
り
外
⾯
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性
と
い
う
古
び
た
束
縛
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
美
し
い
も
の
が
魔
術
の
よ
う
に
召
喚
さ
れ
る
た
め
に
は
叙

述
的
描
写
は
放
逐
さ
れ
る
︒
⾔
葉
が
在
る
か
無
き
か
の
繊
細
な
翼
に
の
っ
て
⾶
翔
す
る
た
め
に
は
詩
の
規
則
的
な
リ
ズ
ム
は
破
壊

さ
れ
る︵
13
︶︒ 

  

さ
て
︑
こ
う
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
︑
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
︑
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
︑
そ
し
て
ゾ
ラ
︑
ル
コ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
︑
⾼
踏
派
詩
⼈
エ
レ

デ
ィ
ア
の
⽂
学
に
お
け
る
⽐
類
の
な
い
特
性
を
具
体
的
に
説
明
し
た
シ
モ
ン
ズ
は
︑新
た
な
潮
流
の
出
来
を
予
感
し
て
⾃
⾝
の
確
信
す
る﹁
デ

カ
ダ
ン
ス
﹂
の
本
意
を
い
よ
い
よ
開
陳
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
先
⽴
っ
て
は
ま
ず
世
間
に
曲
解
さ
れ
た
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
に
⾔
及

す
る
︒
作
品
の
表
現
⽅
法
が
﹁
明
⽰
﹂
か
ら
﹁
暗
⽰
﹂
へ
意
識
的
に
移
⾏
し
つ
つ
あ
る
過
度
期
に
あ
っ
て
︑
現
実
社
会
で
は
忌
み
嫌
わ
れ
て

い
る
デ
カ
ダ
ン
ト
な
頽
廃
⽂
学
の
⾵
潮
が
良
く
も
悪
く
も
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
た
︒
節
操
の
な
い
不
道
徳
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
た
そ
の
デ

カ
ダ
ン
ト
な
⽂
学
は
︑
凡
そ
画
期
的
な
⽂
学
の
真
意
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
⽂
学
事
情
を
﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思

潮
﹄
は
序
⽂
で
次
の
よ
う
に
⾔
い
及
ん
で
い
る
︒ 

 
 

 
 

そ
う
し
た
な
か
︑
何
と
は
な
し
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
重
⼤
ら
し
き
何
か
が
擡
頭
し
て
い
た
︒
こ
の
名
称
は
正
確

な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
皆
無
に
等
し
く
︑
い
つ
も
⾮
難
の
⾔
葉
と
し
て
浴
び
せ
ら
れ
る
か
そ
の
逆
に
反
抗
の
⾔
葉
と
し

て
投
げ
返
さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
︒
多
く
の
国
で
は
⼀
部
の
若
者
た
ち
が
︑
⾃
⾝
の
満
た
さ
れ
ぬ
美
徳
が
凡
そ
理
解
さ
れ

ぬ
悪
徳
の
仮
⾯
を
被
る
と
い
っ
た
ス
リ
ル
に
浸
り
な
が
ら
︑
喜
々
と
し
て
⾃
ら
を
﹁
デ
カ
ダ
ン
ト
﹂
だ
と
名
乗
っ
て
い
た
ほ
ど
で

あ
る

︵
14
︶︒ 
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そ
の
真
意
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
漠
然
と
使
わ
れ
て
い
る
⾔
葉
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
が
実
は
世
紀
末
⽂
学
に
あ
っ
て
新
し
い
画
期
的
な
潮
流
と
な

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
秘
か
に
確
信
し
て
い
た
シ
モ
ン
ズ
は
︑
さ
し
ず
め
﹁
重
⼤
ら
し
き
何
か
﹂
が
起
っ
て
い
る
と
だ
け
述
べ
て
明
⾔
を
避
け

て
い
る
︒
何
よ
り
も
先
ず
そ
の
蠢
き
始
め
た
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
を
巡
っ
て
は
⼀
⽅
で
は
否
定
的
な
⾮
難
の
⾔
葉
と
し
て
︑
ま
た
⼀
⽅
で
は
反

抗
的
な
振
舞
い
を
表
す
⾔
葉
と
し
て
︑
そ
の
⼆
様
に
し
か
⽤
い
ら
れ
て
い
な
い
と
彼
は
指
摘
す
る
︒
そ
の
不
道
徳
を
⾮
難
す
る
排
他
的
な
現

実
社
会
を
向
こ
う
に
回
し
て
嘲
笑
的
な
優
越
感
を
抱
く
ご
く
少
数
の
若
者
は
得
意
気
に
⾃
ら
を
﹁
デ
カ
ダ
ン
ト
﹂
だ
と
嘯
き
な
が
ら
挑
発
的

な
姿
勢
を
採
る
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
真
に
⽬
指
す
⽅
位
と
は
無
縁
に
⾃
ら
の
存
在
を
過
剰
に
訴
え
て
い
る
だ
け
だ
と
断

じ
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
⾃
⾝
の
満
た
さ
れ
ぬ
美
徳
が
凡
そ
理
解
さ
れ
ぬ
悪
徳
の
仮
⾯
を
被
る
と
い
っ
た
ス
リ
ル
﹂
を
⾯
⽩
お
か
し
く
味
わ
い
な

が
ら
︑
⾃
ら
頽
廃
的
な
﹁
デ
カ
ダ
ン
ト
﹂
を
演
じ
て
斜
に
構
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
彼
ら
の
愚
に
も
つ
か
ぬ
振
舞
い

に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
本
意
な
ぞ
全
く
窺
え
は
し
な
い
と
断
じ
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず
肯
ん
じ
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
彼
ら
は
彼
ら
な
り

の
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
を
演
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
彼
ら
は
少
な
く
と
も
偽
善
的
な
道
徳
と
社
会
に
与
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
を
巡
っ
て
そ
の
不
道
徳
性
を
⾮
難
す
る
世
間
の
眼
と
若
者
の
反
抗
的
で
頽
廃
的
な
姿
勢
が

敵
対
し
て
渦
巻
く
世
紀
末
の
表
層
的
な
状
況
を
冷
静
に
⾒
据
え
る
シ
モ
ン
ズ
は
︑﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂の
本
来
的
な
真
意
の
⼀
端
を
こ
う
述
べ
る
︒ 

 
 

 
 

 

本
当
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
こ
の
⾔
葉
と
は
⽂
体
に
適
⽤
さ
れ
て
初
め
て
そ
の
然
る
べ
き
位
置
を
獲
得
す
る
に
⾄
る
の
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
マ
ラ
ル
メ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
︑﹁
衰
退
期

デ
カ
ダ
ン
ス

の
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ
ン
語
﹂
と
呼
び
馴
れ
て
い
る
も
の
に
⽐
肩
し
得
る

ほ
ど
の
︑
あ
の
巧
み
に
⾔
葉
を
変
形
さ
せ
た
⽂
体
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
が
適
⽤
さ
れ
る
︒
な
る
ほ
ど
形
式
の
歪
み
と
内
容
の
歪
み
が

同
時
に
⾒
ら
れ
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
︑
特
に
稚
拙
な
⼈
間
が
創
作
を
試
み
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
︑
⽂
体
だ
け
で
な
く
遥
か

に
そ
れ
を
超
え
た
処
に
ま
で
注
意
を
向
け
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
こ
う
し
た
⽂
脈
に
お
い
て
﹁
デ
カ
ダ
ン
ト
﹂
と



薄明と気配とデカダンス(Ⅱ) 

23 

呼
ば
れ
る
よ
う
な
⽂
学
活
動
が
も
し
も
⽣
れ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
⽂
学
の
本
道
か
ら
逸
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒

従
来
の
悪
徳
ほ
ど
偏
狭
的
な
も
の
は
な
い
︑
い
や
従
来
の
美
徳
で
す
ら
そ
う
な
の
で
あ
る
︒﹃
中
産
階
級
を
困
惑
さ
せ
た
い
﹄
と
い
う

願
望
は
そ
れ
⾃
体
が
中
産
階
級
的
な
の
だ
︒
実
を
⾔
え
ば
︑﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
名
の
幕
間
劇
︑
そ
れ
も
半
ば
紛
い
物
の
幕
間
劇

が
批
評
家
の
注
意
を
紛
ら
し
て
い
る
間
に
︑
さ
ら
に
も
っ
と
重
⼤
な
何
か
が
準
備
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
も
っ
と
重
⼤
な
何
か
と

は
︑
さ
し
あ
た
っ
て
は
︑﹁
象
徴
主
義
﹂
と
い
う
様
式
の
も
と
に
結
晶
化
さ
れ
た
︒
そ
の
様
式
を
纏
っ
て
芸
術
は
美
し
い
も
の
を
様
々

に
通
り
抜
け
て
つ
い
に
永
遠
の
美
へ
と
⾄
る
唯
⼀
の
⼩
径
に
帰
っ
て
い
く
の
で
あ
る︵
15
︶︒ 

 
 

 

﹁
⽂
体
﹂
に
意
匠
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
本
来
の
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
が
発
揮
さ
れ
る
︑
つ
ま
り
﹁
⾔
葉
を
巧
み
に
変
形
さ
せ
た
⽂
体
﹂

が
創
ら
れ
た
と
き
初
め
て
そ
こ
に
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
が
そ
の
然
る
べ
き
本
来
の
光
を
放
つ
の
で
あ
る
︒
別
様
に
⾔
う
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
⾔

葉
に
お
け
る
明
確
な
指
⽰
関
係
に
従
わ
な
い
形
の
﹁
⽂
体
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
現
実
に
眼
を
向
け
て
み
る
と
︑
困
っ
た
こ

と
に
﹁
稚
拙
な
⼈
間
︵
作
家
︶﹂
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
形
式
の
歪
み
︵
変
形
︶﹂
だ
け
を
⽬
標
と
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
事
も
あ
ろ
う
か
﹁
内
容
﹂

に
も
⼿
を
付
け
て
歪
曲
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
挙
句
の
果
て
に
世
間
は
そ
れ
を
誤
っ
て
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
名
付
け
て
い
る
の
だ
と
シ
モ

ン
ズ
は
⾔
う
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
現
在
に
⾒
る
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⽂
学
の
勢
い
は
︑
彼
の
批
評
眼
か
ら
す
れ
ば
つ
い
に
⼀
つ
の
︿
ム

ー
ヴ
メ
ン
ト
﹀
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
な
く
不
発
に
終
り
︑
精
々
の
と
こ
ろ
︑
取
る
に
⾜
ら
ぬ
﹁
半
ば
紛
い
物
の
幕
間
劇
﹂
を
演
じ
る
だ
け

で
あ
っ
た
︒
か
り
に
︑
そ
う
し
た
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
が
時
代
の
︿
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
﹀
と
し
て
︑
つ
ま
り
あ
る
時
代
を
流
れ
る
﹁
思
潮
﹂
と
し

て
展
開
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
⽂
学
の
主
流
か
ら
⼤
き
く
逸
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
と
シ
モ
ン
ズ
は
断
ず
る
︒
こ
の
こ
と
は
彼
が

敢
え
て
想
定
す
る
卑
俗
な
る
︿
デ
カ
ダ
ン
ト
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
﹀
す
ら
成
⽴
し
て
い
な
い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
︒ 

 

本
来
の
然
る
べ
き
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
﹁
思
潮
﹂
が
潜
勢
的
に
蠢
き
か
け
て
い
た
こ
と
を
予
感
し
こ
そ
す
れ
︑
そ
う
し
た
微
か
に
待
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望
さ
る
べ
き
勢
い
を
余
所
に
し
て
実
は
﹁
も
っ
と
重
⼤
な
何
か
﹂
が
胎
動
し
て
い
る
の
だ
と
⾔
っ
て
さ
ら
な
る
新
し
い
局
⾯
に
早
く
も
彼
の

論
は
転
じ
て
い
く
︒
果
し
て
そ
の
局
⾯
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
﹁
象
徴
主
義
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
も
シ
モ
ン
ズ
は

﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
場
合
と
幾
ら
か
似
て
︑﹁
象
徴
主
義
﹂
が
す
っ
か
り
定
着
し
た
⾔
葉
で
あ
る
と
の
⾒
⽅
を
控
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
あ
る

思
潮
﹂が﹁
さ
し
あ
た
っ
て
は
象
徴
主
義
と
い
う
様
式
の
も
と
で
結
晶
化
さ
れ
た
﹂と
述
べ
る
そ
の
論
調
の
な
か
に
彼
の
慎
重
さ
が
窺
え
る
︒

﹁
さ
し
あ
た
っ
て
は
﹂
と
述
べ
る
と
き
︑
そ
れ
は
︿
と
り
あ
え
ず

・

・

・

・

・

﹁
象
徴
主
義
﹂
と
名
付
け
て
お
く
﹀︑
あ
る
い
は
︿
⼀
時
的
に

・

・

・

・

﹁
象
徴
主
義
﹂

と
い
う
枠
組
み
に
収
め
て
お
く
﹀
と
い
っ
た
よ
う
な
留
保
を
添
え
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
す
で
に
定
着
し
た
⾔
葉
の
意
味
・

概
念
に
対
し
て
疑
い
も
な
く
受
け
容
れ
た
り
は
し
な
い
シ
モ
ン
ズ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑﹁
⽂
体
﹂
を
巡
っ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
リ
ー
ル
に
⾄

る
作
家
を
論
ず
る
際
に
︑
い
わ
ゆ
る
⽂
学
史
の
位
置
づ
け
と
し
て
ロ
マ
ン
派
︑
写
実
主
義
︑
⾃
然
主
義
の
作
家
と
い
っ
た
よ
う
な
明
確
な
区

分
を
考
慮
に
は
⼊
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
区
分
を
意
味
あ
り
げ
に
曖
昧
化
し
た
こ
と
に
加
え
て
︑
そ
の
活
躍
し
た
時

代
か
ら
し
て
⼀
般
に
後
期
ロ
マ
ン
派
と
⾒
な
さ
れ
る
は
ず
の
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
⾄
っ
て
は
︑
当
時
ま
だ
認
知
さ
れ
て
い
な
い
﹁
象
徴
主
義
者
﹂

と
し
て
す
で
に
捉
え
て
い
る
︒
従
来
の
定
義
づ
け
を
⽩
紙
に
還
元
し
て
シ
モ
ン
ズ
は
独
⾃
の
概
念
を
敢
え
て
定
位
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る

か
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
シ
モ
ン
ズ
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
極
め
て
⾃
然
で
必
然
的
な
試
み
で
あ
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

デ
カ
ダ
ン
ス
︵
４
︶ 

  

遡
っ
て
み
れ
ば
︑
シ
モ
ン
ズ
は
形
式
を
窮
め
た
⽂
学
の
完
成
を
⽬
ざ
し
た
エ
レ
デ
ィ
ア
の
詩
集
﹃
ト
ロ
フ
ィ
ー
﹄
の
出
版
と
奇
し
く
も
同

じ
年
の
⼀
⼋
九
三
年
⼗
⼀
⽉
︑﹃
ハ
ー
パ
ー
ズ
・
ニ
ュ
ー
・
マ
ン
ス
リ
ー
・
マ
ガ
ジ
ン
﹄
誌
に
﹁
頽
唐
派

デ
カ
ダ
ン
ト

の
⽂
学
思
潮
﹂
と
い
う
⼩
論
を
投
稿

し
て
早
く
も
デ
カ
ダ
ン
ス
の
⽂
学
に
⾔
及
し
て
い
た
︒﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
が
出
る
六
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
で
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﹁
象
徴
主
義
﹂
と
﹁
印
象
主
義
﹂
と
を
関
連
さ
せ
て
然
る
べ
き
デ
カ
ダ
ン
ス
⽂
学
の
依
っ
て
⽴
つ
在
処
に
彼
は
⼤
胆
に
も
逆
説
的
な
⾔
説
を
刻

み
込
ん
だ
︒ 

 
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
⽂
学
に
⾒
ら
れ
る
動
向
は
︑
そ
の
名
称
も
様
々
で
あ
っ
て
た
と
え
ば
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
か
﹁
象
徴
主
義
﹂

と
か
﹁
印
象
主
義
﹂
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し
た
⾔
葉
は
必
ず
し
も
的
確
に
し
て
包
括
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
⽤
語
を

巡
っ
て
⾔
い
争
う
の
は
容
易
く
︑
現
に
周
知
の
通
り
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
は
デ
カ
ダ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
不
快
を
感
じ
︑
メ
ー
テ
ル

リ
ン
ク
は
象
徴
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
︑
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
印
象
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
不
快
感
を
⽰
し
て
い
る
ほ
ど
で

あ
る
︒
サ
ン
・
ミ
ッ
シ
ェ
ル
通
り
の
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
に
⼊
り
浸
っ
て
は
凡
そ
彼
ら
に
は
書
け
そ
う
に
も
な
い
作
品
を
理
論
分
析
し
て
⾃

⾝
の
独
創
性
を
消
尽
し
て
し
ま
う
喧
し
く
も
頭
の
狂
っ
た
若
者
た
ち
︑
⼩
さ
く
群
が
る
若
者
た
ち
集
団
の
勲
章
と
し
て
︑
た
ま
た
ま

偶
然
こ
う
し
た
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
⾔
葉
が
採
り
⼊
れ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
意
味
を
表
す
形
容
辞
と
し
て
率

直
に
捉
え
て
み
る
な
ら
ば
︑
印
象
主
義
と
象
徴
主
義
は
と
も
に
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
⾔
葉
に
よ
っ
て
た
ぶ
ん
よ
り
広
範
に
特
徴
づ
け

ら
れ
る
あ
の
新
た
な
次
元
の
⽂
学
に
関
す
る
概
念
を
伝
え
て
い
る
︒現
在
︑最
も
代
表
的
な
⽂
学︵
⽐
較
的
若
い
世
代
に
訴
え
か
け
︑

彼
ら
を
鍛
え
上
げ
る
の
に
貢
献
し
た
作
品
︶
は
︑
確
か
に
古
典
的
で
も
な
け
れ
ば
︑
ま
た
あ
の
古
臭
い
古
典
派
の
対
⽴
項
で
あ
っ
た

ロ
マ
ン
派
と
も
何
の
関
係
性
も
有
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
あ
る
程
度
︑
⼀
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
の
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
︒

そ
れ
は
︑
偉
⼤
な
時
代
の
終
焉
を
浮
き
彫
り
に
す
る
特
徴
の
す
べ
て
を
︑
あ
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
語
の
衰
退
期

デ
カ
ダ
ン
ス

に
⾒
ら
れ
る
特
徴

を
備
え
持
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
特
徴
と
し
て
は
︑
た
と
え
ば
強
烈
な
⾃
⼰
意
識
と
か
探
究
へ
の
弛
ま
ぬ
好
奇
⼼
と
か
︑
さ
ら
に
は

洗
練
さ
を
過
度
な
ま
で
に
繊
細
に
仕
⽴
て
上
げ
る
洗
練
さ
︑
精
神
お
よ
び
道
徳
上
の
歪
み
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
私
た
ち
が
古
典
と

呼
ん
で
い
る
も
の
が
取
り
も
直
さ
ず
⾄
⾼
の
芸
術
︵
完
璧
な
単
⼀
性
︑
完
璧
な
健
全
性
︑
完
璧
な
均
整
と
い
う
特
質
︑
つ
ま
り
⾄
⾼
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の
特
質
を
帯
び
た
芸
術
︶
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
今
⽇
の
こ
の
代
表
的
な
⽂
学
と
は
︑
な
る
ほ
ど
今
ま
で
に
な
い
興
味
を
そ
そ
っ

て
美
し
く
あ
る
が
︑
そ
の
内
実
は
新
し
く
も
美
し
く
も
興
味
深
い
病
な
の
で
あ
る︵
16
︶︒ 

 

こ
こ
で
も
⽤
語
の
定
義
づ
け
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
シ
モ
ン
ズ
は
︑﹃
象
徴
主
義
者
の
⽂
学
思
潮
﹄
の
序
⽂
で
述
べ
て
い
た
﹁
悪
徳
の
仮
⾯
﹂

を
被
っ
た
デ
カ
ダ
ン
ト
な
若
者
と
同
類
の
若
者
に
つ
い
て
︑
そ
の
内
容
に
変
わ
り
は
な
い
が
幾
ら
か
違
っ
た
⾓
度
か
ら
論
じ
て
い
た
︒
世
間

が
捉
え
る
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
は
︑
シ
モ
ン
ズ
の
眼
か
ら
す
る
と
︑
た
と
え
ば
酒
場
に
⼊
り
浸
っ
て
訳
知
り
顔
で
⽂
学
論
を
振
り
か
ざ
し
て

い
る
創
造
性
に
乏
し
い
芸
術
家
気
取
り
の
若
者
の
振
舞
い
に
看
て
取
れ
る
︒
そ
う
し
た
彼
ら
若
者
は
世
間
か
ら
貼
ら
れ
た
侮
蔑
的
な
﹁
デ
カ

ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
逆
⼿
に
取
っ
て
む
し
ろ
﹁
勲
章
﹂
と
し
て
誇
ら
し
げ
に
掲
げ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
語
る
シ
モ
ン
ズ
が
⽬
ざ

す
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
若
者
の
そ
れ
と
は
ほ
ど
遠
い
と
⾔
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
す
で
に
誕
⽣
し
た
﹁
あ
の
新
た
な
次
元
の
⽂
学
﹂
に
注
⽬
し

て
シ
モ
ン
ズ
は
そ
れ
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
与
え
る
が
︑
そ
の
際
﹁
印
象
主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
が
新
た
な
⽂
学
の
輪
郭
づ

け
に
貢
献
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒ 

 

さ
ら
に
﹁
あ
の
新
た
な
次
元
の
⽂
学
﹂
と
し
て
現
在
の
﹁
最
も
代
表
的
な
⽂
学
﹂
は
︑﹁
古
典
的
﹂
で
も
な
け
れ
ば
﹁
ロ
マ
ン
派
﹂
の
⾎
統

を
受
け
継
ぐ
の
で
も
な
く
﹁
⼀
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⾐
裳
を
纏
っ
て
い
て
︑﹁
偉
⼤
な
時
代
の
終
焉
﹂
つ
ま
り
﹁
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン

語
の
衰
退
期
﹂
に
⾒
ら
れ
る
特
徴
を
幾
つ
か
有
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
完
璧
な
調
和
を
誇
る
古
典
派
の
芸
術
と
は
正
反
対
の
特
徴
︑﹁
強
烈
な

⾃
⼰
意
識
﹂
や
﹁
探
究
へ
の
弛
ま
ぬ
好
奇
⼼
﹂︑
さ
ら
に
は
﹁
洗
練
さ
を
過
度
な
ま
で
に
繊
細
に
仕
⽴
て
上
げ
る
洗
練
さ
﹂︑﹁
精
神
お
よ
び
道

徳
上
の
歪
み
﹂
と
い
っ
た
特
徴
が
窺
え
る
︒
ま
た
古
典
派
の
芸
術
が
﹁
⾄
⾼
の
特
質
﹂
を
帯
び
て
調
和
を
旨
と
す
る
の
に
対
し
て
︑
現
在
の

﹁
最
も
代
表
的
な
⽂
学
﹂︵﹁
⼀
種
の
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂︶
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
調
和
を
歪
曲
し
た
︑
⾔
う
な
ら
ば
不
調
の
⽂
学
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
よ
う
︒
こ
の
⽂
学
が
﹁
興
味
深
い
病
﹂
で
あ
る
の
は
﹁
完
璧
な
単
⼀
性
︑
完
璧
な
健
全
性
︑
完
璧
な
均
整
﹂
と
い
っ
た
調
和
を
取
り
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崩
す
不
調
と
も
呼
ぶ
べ
き
特
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
調
和
と
不
調
︑
健
全
と
病
の
構
図
が
容
易
に
看
て
取
れ
る
︒ 

 
こ
う
し
て
シ
モ
ン
ズ
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
⽂
学
に
お
け
る
枠
組
み
に
つ
い
て
⼤
ま
か
で
は
あ
る
が
端
的
に
こ
う
述
べ
て
い
る
︒ 

 
 

 
⽂
学
に
お
け
る
最
新
の
動
向
に
つ
い
て
そ
の
全
般
的
な
意
味
を
極
め
て
正
確
に
表
し
た
も
の
と
し
て
︑﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
い
う
⾔

葉
を
取
り
⼊
れ
た
な
ら
ば
︑﹁
印
象
主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
と
い
う
⽤
語
は
そ
の
動
向
の
流
れ
か
ら
分
れ
た
⼆
つ
の
⼤
き
な
⽀
流
で

あ
る
こ
と
を
精
確
に
⽰
し
て
い
る
の
が
理
解
さ
れ
よ
う
︒
そ
う
︑
印
象
主
義
者
と
象
徴
主
義
者
は
両
者
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
多
く

の
も
の
を
共
有
し
て
い
る
︒
両
者
は
実
際
に
同
じ
仮
説
を
原
基
に
据
え
る
⼀
⽅
で
︑
互
い
に
異
な
っ
た
領
域
に
適
⽤
さ
れ
る
︒
両
者

が
求
め
る
の
は
総
体
的
な
真
実
ば
か
り
で
な
く
真
実
の
核
⼼
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
︒
つ
ま
り
︑
感
覚
が
捉
え
た
外
貌
の
真
実
︑

そ
れ
を
⾒
る
眼
が
捉
え
た
可
視
的
世
界
の
真
実
︑
内
な
る
幻
視
が
捉
え
た
内
な
る
事
象
の
真
実
な
の
で
あ
る︵
17
︶︒ 

 

﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
︑
そ
こ
か
ら
分
岐
し
て
い
っ
た
⼆
つ
の
流
れ
﹁
印
象
主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
を
⽀
流
に
持
つ
⼤
き
な
潮
流
と
し
て
あ

る
︒﹁
印
象
主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
の
双
⽅
と
も
求
め
る
も
の
が
共
通
し
て
お
り
︑
つ
ま
り
そ
れ
は
﹁
真
実
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑

求
め
る
そ
の
﹁
真
実
﹂
と
は
︑
殆
ん
ど
⾔
葉
や
概
念
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
そ
れ
で
は
な
く
︑
直
接
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
現
前
す
る
﹁
真
実
﹂

な
の
で
あ
る
︒
⾔
葉
以
前
の
︑
あ
る
い
は
⾔
葉
を
超
越
し
た
領
野
に
﹁
真
実
﹂
を
⾒
よ
う
と
す
る
﹁
印
象
主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
は
︑
シ

モ
ン
ズ
の
⾒
⽅
に
従
え
ば
︑
ま
さ
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
要
す
る
に
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
そ
の
裡
に
⼆
つ
の
流
れ
﹁
印
象

主
義
﹂
と
﹁
象
徴
主
義
﹂
を
内
包
し
て
い
る
︒﹁
⽂
学
に
お
け
る
最
新
の
動
向
﹂
に
関
し
て
あ
る
⾔
い
⽅
を
す
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
⾒
ら
れ
る

﹁
⽂
学
﹂
と
は
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
で
も
あ
れ
ば
︑﹁
印
象
主
義
﹂
で
も
﹁
象
徴
主
義
﹂
で
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
流
れ
が
混
在
し
て
お

り
︑
そ
の
全
体
の
流
れ
に
三
つ
の
名
称
の
い
ず
れ
か
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
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の
で
あ
れ
ば
︑
新
し
い
⽤
語
を
創
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 
対
極
に
あ
る
︿
凋
落
と
黎
明
﹀
が
稀
有
に
も
重
畳
す
る
と
い
っ
た
唯
⼀
無
⼆
の
⽂
学
空
間
を
創
り
あ
げ
て
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
の
⽂
学
は
︑

そ
こ
に
極
め
て
優
れ
た
然
る
べ
き
⽣
の
在
様
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
︑
ま
た
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
趣
き
に
シ
モ
ン
ズ
は
﹁
デ
カ

ダ
ン
ス
﹂
を
感
じ
取
っ
て
も
い
る
︒ 

 

弥
果
の
微
か
な
薄
闇
を
︑
事
象
の
窮
極
を
⾒
据
え
る
こ
と
︑
ま
さ
に
消
え
つ
つ
あ
る
そ
の
薄
闇
を
捉
え
る
こ
と
︑
姿
な
き
声
に
し

て
し
か
も
⼈
間
の
魂
の
声
で
あ
る
こ
と
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
ま
さ
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
理
想
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
が
成
し
遂

げ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い︵
18
︶

︒ 

 
 

思
う
に
あ
の
﹁
薄
明
﹂
と
﹁
気
配
﹂︑
そ
し
て
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
は
︑
シ
モ
ン
ズ
が
俎
上
に
載
せ
た
こ
の
よ
う
な
四
つ
の
捉
え
難
い
情
態

を
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
込
ん
で
そ
こ
に
⼀
種
の
内
的
空
間
を
創
り
あ
げ
て
い
る
と
⾔
え
よ
う
︒﹁
弥
果
の
微
か
な
薄
闇
﹂と
い
い﹁
事
象
の
窮
極
﹂

と
い
い
︑
ま
た
﹁
消
え
つ
つ
あ
る
そ
の
薄
闇
﹂
と
い
い
﹁
姿
な
き
声
﹂
と
い
い
︑
ま
さ
に
こ
れ
ら
四
つ
の
情
態
は
そ
の
﹁
薄
明
﹂
と
﹁
気
配
﹂

と
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
と
が
絡
み
合
っ
て
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
シ
モ
ン
ズ
は
こ
う
し
た
四
つ
の
情
態
を
巡
っ
て
は
そ
の

よ
う
に
受
け
⽌
め
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒飽
く
ま
で
も
彼
は
そ
う
し
た
現
実
を
超
え
た
凡
そ
理
解
し
難
い
事
象
に﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
の
理
想
﹂

を
視
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
︒ 

 

そ
れ
に
し
て
も
﹁
デ
カ
ダ
ン
ス
﹂
は
﹁
薄
明
﹂
と
﹁
気
配
﹂
と
を
相
伴
っ
て
ど
の
よ
う
な
領
野
に
着
地
し
て
そ
の
⽂
学
を
展
開
し
て
⾒
せ

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 
                                                                                        

︵
つ
づ
く
︶ 
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