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ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
の
中
で
も
特
に
自
伝
的
要
素
が
強
い
と
い
わ
れ
る

の
が
『
三
文
文
士
』（
一
八
九
一
年
）
や
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の

私
記
』（
一
九
〇
三
年
、
以
下
『
私
記
』
と
略
記
）
と
い
っ
た
作
品
で
あ
る

が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
い
ず
れ
の
著
作
を
考
え
る
際
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ

自
伝
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
し
、
自
伝
的
な
読
み
方
を
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
原
因
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
創
作
を
行
っ
た
時
代
と
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人

の
執
筆
の
特
性
と
の
両
方
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
右
記

の
二
作
品
を
比
較
し
て
み
て
も
、
む
し
ろ
正
反
対
の
人
生
が
描
か
れ
て
い

る
の
に
両
者
共
に
自
伝
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
よ
く
考
え
る
と
不
思
議

で
あ
る
し
、
そ
れ
だ
け
こ
の
時
代
に
自
伝
的
著
作
が
至
っ
て
い
た
状
況
は

複
雑
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
創
作
を
行
っ
た
後
期

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
と
い
う
時
代
に
自
伝
と
自
伝
的
執
筆
が
ど
う
い
う
状
況

に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人

の
自
伝
的
執
筆
に
つ
い
て
、こ
の
二
作
品
を
中
心
に
概
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

そ
の
こ
と
か
ら
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
特
有
な
自
伝
的
執
筆
の
あ
り
方
、
ま
た
逆

に
自
伝
的
要
素
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
文
学
に
与
え
て
い
る
特
性
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

第
一
節
　
自
伝
の
世
紀
末

自
伝
と
は
、
著
者
と
語
り
手
と
主
人
公
が
同
じ
一
人
で
あ
る
物
語
の
こ

と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、

事
実
が
正
直
に
書
い
て
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と

も
そ
の
こ
と
を
意
図
し
、
あ
る
い
は
装
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
自
伝
」
を
定
義
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、「
自
伝
的

作
品
」
と
な
る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
自
伝
的、
と
い
う
か
ら
に
は
、
厳
密

に
は
自
伝
で
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
し
、
何
ら
か
の
意
味
で
自
伝
の
要

素
を
必
ず
備
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
が
様
々
だ

か
ら
で
あ
る
。
著
作
が
い
か
な
る
意
味
で
自
伝
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
点

は
常
に
時
代
状
況
や
作
品
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
が
実
態
で
、
ギ
ッ
シ
ン
グ

も
ま
た
後
期
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
が
許
容
す
る
自
伝
的
作
品
を
残
し
た

の
で
あ
る
し
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
り
そ
の
自
伝
的
作
品
の
著
し
方
は
一
様
で

は
な
い
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
詳

細
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
自
伝
的
作
品
は
何
ら
か
の
意
味
で
自
伝
を

変
形
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
だ
け
を
お
さ
え
て
論
を
進
め
た
い
。

こ
の
よ
う
に
内
実
が
移
り
変
わ
り
、
実
に
掴
み
が
た
い
「
自
伝
的、
」
で

は
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
的
側
面
か
ら
辿
る
時
、「
自
伝
的
」
執
筆
は
、
む

し
ろ
「
自
伝
」
よ
り
も
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
く
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
自
伝
の
歴
史
を
辿
る
と
太
古
に
遡
っ
て
し
ま
う
が
、
一
方
、

自
伝
的
作
品
の
多
く
は
十
八
世
紀
と
い
う
比
較
的
新
し
い
時
代
に
発
生
し

た
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
影
響
を
受
け
、
小
説
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
自
伝
作
品
は
世
間
の
注
目
と
本
人
に
識
字
が
あ
れ
ば
誰
で
も
書
け

る
の
で
作
家
の
専
売
特
許
で
は
な
い
け
れ
ど
、
自
伝
的
作
品
は
そ
う
で
な

い
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
事
情
と
関
わ
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
伝
的
作

品
に
は
、
書
く
技
能
に
つ
い
て
の
研
鑽
を
積
ん
だ
職
人
で
あ
る
作
家
が
、

そ
の
技
術
を
反
映
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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十
八
世
紀
以
来
の
ピ
カ
レ
ス
ク
小
説
の
影
響
に
よ
る
小
説
文
学
と
自
伝

文
学
そ
の
も
の
の
発
展
や
大
陸
文
学
の
輸
入
を
受
け
て
、
十
九
世
紀
半
ば

の
英
国
に
は
自
伝
的
小
説
が
主
流
の
一
つ
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
教
養
小

説
」
と
い
う
形
式
の
新
た
な
伝
統
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
カ
ー
ラ
イ

ル
に
よ
る
『
衣
裳
哲
学
』（
一
八
三
三
〜
三
四
年
）、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ

ロ
ン
テ
（
図
①
）
に
よ
る
『
シ
ャ
ー
リ
ー
』（
一
八
四
九
年
）、
メ
レ
デ
ィ

ス
の
『
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ェ
ヴ
ァ
レ
ル
の
試
練
』（
一
八
五
九
年
）、
ジ
ョ

ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
フ
ロ
ス
河
の
水
車
小
屋
』（
一
八
六
〇
年
）
と
い

っ
た
作
品
が
今
日
で
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

教
養
小
説
の
発
展
の
詳
細
や
そ
の
後
の
こ
と
は
ジ
ェ
ロ
ウ
ム
・
バ
ッ
ク

リ
ー
の
『
若
き
季
節
』
の
説
明
に
譲
る
と
し
て

（
１
）

、
教
養
小
説
が
自
伝
的
小

説
の
形
式
と
し
て
成
熟
を
迎
え
る
上
で
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
一

人
称
の
語
り
の
導
入
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
が
『
ジ
ェ
イ

ン
・
エ
ア
』（
一
八
四
七
年
）
に
お
い
て
主
人
公
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
を

用
い
、
続
い
て
『
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
』（
一
八
五
三
年
）、『
教
授
』（
一
八
五
七

年
）
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
そ
の
試
み
を
続
け
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ

が
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』（
一
八
四
九
〜
五
〇
年
）
で
一

人
称
の
語
り
を
用
い
た
こ
と
も
、『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
に
影
響
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
人
称
の
語
り
と
は
、
架
空
の
人

物
を
作
り
出
し
て
、
そ
の
人
物
が
主
人
公
の
役
を
演
ず
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
人
物
が
語
り
を
も
担
う
形
式
で
あ
り
、
つ
ま
り
、「
実
在
し
な
い
人

物
に
よ
る
自
伝
」
と
い
う
形
式
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
自
伝
的

小
説
は
一
段
と
自
伝
の
形
式
に
近
づ
い
た
こ
と
に
な
る
し
、
当
然
、
そ
の

語
り
手
に
投
影
さ
れ
る
人
格
は
限
り
な
く
そ
の
作
者
の
そ
れ
に
近
づ
く
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
な
お
作
者
自
身
の
物
語
を
語

る
の
に
自
伝
と
い
う
か
た
ち
を
取
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
虚
構
化
し
て
語
る
こ

と
に
は
、
更
な
る
意
味
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
る
十
九
世
紀
半
ば
の
自
伝
的
小
説
の
発
展
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ

が
生
ま
れ
る
前
、
あ
る
い
は
よ
う
や
く
生
ま
れ
た
頃
ま
で
に
一
段
落
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
発
展
に
同
時
代
人
と
し
て
立
ち
会
う
こ
と
は
叶
わ
な
か

っ
た
の
だ
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
対
す
る
後
世

な
ら
で
は
の
読
み
方
が
可
能
に
も
な
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
先
に
挙

げ
た
作
品
群
を
二
十
一
世
紀
の
我
々
は
お
お
か
た
自
伝
的
な
作
品
と
見
て

疑
わ
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
書
か
れ
た
十
九
世
紀
に
も
一
様
に
そ
う
読
ま
れ

た
か
と
い
う
と
、
そ
う
も
い
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ど
の
作
品
も

作
者
の
人
生
で
あ
る
と
作
家
本
人
の
保
証
つ
き
で
出
版
さ
れ
て
い
る
わ
け
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で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。そ
の
語
り
に
見
ら
れ
る
作
者
の
共
感
の
強
さ
や
、

一
人
称
と
い
う
形
式
か
ら
類
推
さ
れ
る
程
度
に
は
作
者
本
人
の
人
生
を
描

い
た
物
語
で
あ
る
と
の
見
方
は
出
て
い
て
も
、
や
は
り
自
伝
的
小
説
で
あ

る
と
断
定
す
る
に
は
ま
だ
至
ら
な
い
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
今
日
の
我
々
と
等

し
く
こ
れ
ら
の
作
品
を
自
伝
的
小
説
と
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
大
き
な
き
っ
か
け
は
一
八
五
五
年
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
の
死

と
、
一
八
七
〇
年
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
死
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
テ
の
死
を
受
け

て
一
八
五
七
年
に
ギ
ャ
ス
ケ
ル
が
著
し
た
ブ
ロ
ン
テ
の
伝
記
は
、
ブ
ロ
ン

テ
の
作
品
内
の
出
来
事
と
ブ
ロ
ン
テ
自
身
の
人
生
に
起
き
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
を
、
一
つ
ひ
と
つ
対
応
関
係
で
示
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ト
の
妹
エ
ミ
リ
の
死
を
挙
げ
て
、「
こ
う
し
た
こ
と
は
全
て
、『
シ
ャ

ー
リ
ー
』
の
中
に
登
場
す
る
う
ま
く
で
き
た
作
り
話
と
み
な
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
け
れ
ど
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
が
泣
き
な
が
ら
現
に
起
こ
っ
た
こ
と

を
書
き
留
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
本
当
に
エ
ミ
リ
に
正
真
正
銘
起
こ

っ
た
こ
と
の
説
明
な
の
で
す
」（
第
一
巻
第
四
章
）
と
ギ
ャ
ス
ケ
ル
は
書
き
、

作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
自
伝
的
小
説
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た

（
２
）

。
自
分

の
正
体
を
長
ら
く
隠
し
て
執
筆
を
行
っ
た
ブ
ロ
ン
テ
姉
妹
に
つ
い
て
の
記

述
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
伝
記
が
与
え
た
、
小
説
は
作
家
自
身
の
人
生
の

反
映
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
は
、
大
変
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
ま
た
『
デ

イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』
の
主
人
公
の
少
年
期
の
苦
難
が
作
家

自
身
の
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
（
図
②
）
は
今
日
で
は
基
礎
的
な
事
実
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
死
に
際
し
て
、
友
人
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ス

タ
ー
が
著
し
た
伝
記
に
よ
っ
て
初
め
て
明
か
さ
れ
た
情
報
で
あ
る

（
３
）
。
前
述

の
通
り
、
自
伝
的
小
説
が
限
り
な
く
自
伝
に
近
い
か
た
ち
を
取
り
つ
つ
も

わ
ざ
わ
ざ
作
家
以
外
の
架
空
の
人
物
を
立
て
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て
語

る
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
に
作
家
の
秘
密
の
告
白
を
す
る
場
と
し
て
機
能

す
る
こ
と
と
深
い
関
連
が
あ
る
。

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
作
品
と
、
そ
の
注
釈
と

し
て
の
作
家
の
実
人
生
に
関
す
る
情
報
が
出
揃
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
一

連
の
小
説
が
作
家
の
実
人
生
の
反
映
で
あ
り
う
る
と
い
う
読
み
方
は
、
ギ

ッ
シ
ン
グ
の
世
代
か
ら
可
能
に
な
る
。
と
り
わ
け
一
人
称
を
は
じ
め
と
す

る
登
場
人
物
の
道
程
や
成
長
を
追
う
あ
る
種
の
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
小
説
に

は
、
実
は
作
家
自
身
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
、
時
に
作
家
の
秘
密
を
告
白

す
る
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
共
通
認
識
が
読
書
環
境
の
中
で
固
定
化

す
る
と
、
そ
の
種
の
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
作
品
は
そ
う
読
む
べ
き
も
の
に
な

り
、
ま
た
そ
う
し
た
内
容
を
書
く
と
き
は
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
で
書
く
べ
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き
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
、
今
度
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
自
伝
的
内
容
を
持
つ

作
品
を
書
く
際
の
書
き
方
に
も
当
然
影
響
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
十
九
世
紀
末
の
時
代
状
況
と
し
て
無
視
で
き
な
い
も
う
一
つ
に
、

自
然
主
義
と
い
う
文
学
の
新
思
潮
が
あ
る
。「
願
わ
く
ば
あ
っ
て
欲
し
い

こ
と
」
を
一
切
排
し
て
「
実
際
に
あ
る
こ
と
」、「
あ
り
得
る
こ
と
」
だ
け

を
執
筆
の
対
象
と
し
、
こ
れ
を
物
語
化
し
て
世
に
示
す
こ
と
を
作
家
の
重

要
な
使
命
と
心
得
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
典
型
的
な
自
然

主
義
者
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
身
が
再
三
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て

い
る
通
り
、
ゾ
ラ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
結
果
で
あ
る
。
実
際
の
世
界
を

作
品
化
す
る
際
に
、
比
喩
化
し
な
け
れ
ば
物
語
に
は
な
ら
な
い
が
、
し
か

し
、
比
喩
と
す
る
原
形
が
現
実
の
世
界
に
見
当
た
ら
な
い
よ
う
な
空
想
や

願
望
、
荒
唐
無
稽
な
世
界
を
描
く
こ
と
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
関
心
外
な
の
で

あ
る
。
ひ
と
り
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
限
ら
ず
、
自
然
主
義
を
標
榜
す
れ
ば
、
そ

の
世
界
は
酷
な
も
の
に
映
り
、
そ
の
描
く
作
品
の
世
界
も
酷
な
も
の
と
な

る
こ
と
は
大
筋
で
避
け
ら
れ
な
い
。
世
界
の
酷
な
現
実
を
直
視
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
務
を
負
っ
て
創
作
活
動
に
励
む
と
い
う
点
で
も
、

自
伝
的
作
品
は
特
別
な
重
要
性
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詰
ま
る
と

こ
ろ
、
自
分
自
身
の
実
態
を
直
視
し
て
描
く
こ
と
こ
そ
が
、
他
の
ど
ん
な

題
材
を
描
く
よ
り
も
酷
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
然
主
義
者
の
重
要
な
課
題

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
自
伝

的
作
品
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
思
想
の
相
違
を
超
え
て
、
概
ね
悲
観

的
で
あ
る
。
皮
肉
に
属
す
る
種
類
の
笑
い
と
は
無
縁
で
は
な
い
も
の
の
、

基
本
的
に
は
人
生
は
悲
劇
な
の
で
あ
る
。
先
述
の
ゾ
ラ
が
著
す
『
ク
ロ
ー

ド
の
告
白
』（
一
八
六
五
年
）
の
悲
劇
に
始
ま
り
、
ハ
ー
デ
ィ
の
『
日
陰
者

ジ
ュ
ー
ド
』（
一
八
九
五
年
）、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
バ
ト
ラ
ー
の
『
万
人
の
道
』

（
一
九
〇
三
年
）、
エ
ド
マ
ン
ド
・
ゴ
ス
の
『
父
と
子
』（
一
九
〇
七
年
）
と
、

い
ず
れ
も
何
ら
か
の
諦
念
が
支
配
し
て
お
り
、
思
想
上
は
自
然
主
義
と
真

っ
向
か
ら
対
立
す
る
ワ
イ
ル
ド
で
さ
え
『
獄
中
記
』（
一
八
九
七
年
）
を
見

る
限
り
、
例
外
で
は
な
い
。
常
に
時
代
の
潮
流
に
乗
り
損
ね
る
ギ
ッ
シ
ン

グ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
は
時
代
の
王
道
を
歩
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
節
　
小
説
と
自
伝
、
混
交
す
る
手
法

こ
の
よ
う
に
、
自
伝
的
小
説
の
ス
タ
イ
ル
上
の
約
束
事
が
確
立
さ
れ
、

そ
こ
へ
自
然
主
義
の
思
潮
が
支
配
す
る
と
い
う
の
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
筆

を
執
っ
た
当
時
の
時
代
状
況
で
あ
っ
た
。
で
は
、
先
に
言
及
し
た
自
伝
的

要
素
を
持
ち
込
む
際
に
、
い
か
な
る
意
味
で
自
伝
的
で
あ
る
の
か
と
い
う

方
法
を
今
一
度
確
認
し
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
ど
う
い
う
方
法
を
用
い
た
の
か

を
、
具
体
的
な
作
品
の
中
で
見
て
ゆ
き
た
い
。

自
伝
な
ら
ば
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

書
籍
の
タ
イ
ト
ル
に
、
あ
る
い
は
登
場
す
る
固
有
名
詞
の
実
在
性
に
、
作

家
本
人
の
話
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

自
伝
的
作
品
と
な
る
と
そ
れ
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ

る
。
い
か
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
作
家
も
一
人
の
人
間
で
あ

れ
ば
所
詮
は
自
分
の
見
聞
き
し
た
こ
と
し
か
記
し
得
な
い
と
い
う
意
味
で

は
、
全
て
の
小
説
は
自
伝
的
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
そ
う
な
る
と
、
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特
定
の
作
品
が
自
伝
的、
で
あ
る
と
い
う
時
の
指
標
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

何
を
も
っ
て
自
伝
的
作
品
と
判
断
す
る
の
か
。
小
説
と
本
人
の
来
歴
と
の

類
似
性
や
、
実
在
す
る
モ
デ
ル
の
信
憑
性
、
作
家
本
人
で
あ
る
か
の
よ
う

な
架
空
人
物
へ
の
共
感
度
な
ど
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
類
推
の
域

を
出
る
こ
と
は
な
い
し
、
あ
と
は
確
実
度
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
自
伝

的
作
品
は
通
常
、
作
家
の
人
生
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
作
品
自
身
が
説
明

し
て
く
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
自
伝
が
自
伝
と
特
定
で
き
る
の
と
は
本

質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
限
ら
れ
た
範
囲
内
の
こ
と
で
は

あ
る
が
、
や
は
り
時
代
に
確
立
し
て
い
る
約
束
事
の
中
で
の
作
家
と
読
者

の
共
通
認
識
に
助
け
ら
れ
、
自
伝
的
執
筆
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
、

あ
る
程
度
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
『
三
文
文
士
』
や
『
私
記
』

を
は
じ
め
と
す
る
特
定
の
作
品
が
他
の
作
品
と
比
較
し
て
特
に
自
伝
的
な

も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
共
通
認
識
に
照

ら
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

自
伝
的
作
品
で
あ
る
と
判
断
す
る
要
因
と
な
り
得
る
そ
う
し
た
要
素
を

順
に
見
て
ゆ
く
と
、
最
初
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
作
品
が
自
伝
的
作
品
で

あ
る
こ
と
を
、
そ
の
作
品
内
あ
る
い
は
作
品
外
で
、
作
家
自
身
が
明
言
し

て
く
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
『
流
謫
の
地
に
生
ま
れ
て
』（
一

八
九
二
年
）
に
関
し
て
、
一
八
九
一
年
五
月
二
十
日
付
の
友
人
に
宛
て
た

書
簡
で
「﹇
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
・
﹈
ピ
ー
ク
は
私
自
身
、
つ
ま
り
、
私
自
身
の

一
側
面
で
す
」（L

etters
5:

36

）
と
は
っ
き
り
と
書
い
て
、
主
人
公
と
自

分
と
の
同
一
性
を
認
め
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
、
作
者
自
身

の
人
生
を
反
映
さ
せ
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
本
人
が
嘘

を
言
っ
て
い
な
い
前
提
で
あ
れ
ば
、
自
伝
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
確
実
度
で

自
伝
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
で
も
全
面
的
に
自
伝
的
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
作
者
と
主
人
公
の
間
に
類
似
点
が
多
い
と
同
時
に
、
両
者
の

相
違
点
も
ま
た
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
書
簡
の
中
で
ギ
ッ
シ
ン
グ

は
、
自
分
と
主
人
公
と
が
、
そ
の
人
と
な
り
に
お
い
て
、
も
の
の
考
え
方

に
お
い
て
、客
観
的
視
点
の
有
無
に
お
い
て
違
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、

「
こ
の
主
人
公
の
人
物
造
形
が
明
ら
か
に
、
そ
し
て
か
な
り
の
程
度
ま
で
、

作
者
自
身
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
誤
解
」
の
方
に
警
鐘
を
な

ら
そ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
弁
明
の
方
が
む
し
ろ
こ
の
書
簡
の
主
眼
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
の
よ
う
に
自
身
と
の
類
似
性
を
明
言
し

た
作
品
以
上
に
、
他
の
作
品
に
作
家
本
人
の
反
映
が
よ
り
色
濃
く
出
て
い

る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
の
作
品
よ
り
も
、
自

伝
的
傾
向
を
持
つ
代
表
的
作
品
と
判
断
さ
れ
て
き
た
の
は
『
三
文
文
士
』

の
方
で
あ
る
。

自
伝
的
要
素
が
読
み
と
ら
れ
る
時
こ
れ
に
次
い
で
二
つ
め
に
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
著
者
が
自
身
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
生

涯
の
史
実
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
ギ
ャ
ス
ケ
ル
が
伝

記
を
書
く
際
に
用
い
た
見
方
と
し
て
先
に
紹
介
し
た
、
小
説
は
、
作
家
の

人
生
に
お
け
る
実
話
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
捉
え

方
で
説
明
の
つ
く
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
三
文
文
士
』
の
場
合
で
い
え

ば
、
登
場
人
物
た
ち
が
作
家
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
売
れ
な
い
作
家
が
主

で
あ
る
こ
と
、
リ
ア
ド
ン
が
古
典
に
通
じ
て
い
な
が
ら
そ
う
し
た
教
育
的
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素
養
を
発
揮
で
き
ず
に
い
る
こ
と
、
金
銭
的
に
困
窮
し
た
末
に
病
院
で
事

務
職
を
し
た
経
験
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
結
婚
が
金
銭
に
左
右
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
ジ
ョ
ン
・
ユ
ー
ル
夫
妻
が
階
級
違
い
で
あ
る
た
め
の
家
庭
内
摩
擦

な
ど
、
実
体
験
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
は
数
限
り
な
く
あ
り
、
こ
れ
ら

の
類
似
点
や
共
通
点
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
存
命
中
に
始
ま
っ
て
、
ギ
ッ
シ

ン
グ
の
本
が
よ
り
広
く
読
ま
れ
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
へ
の
関
心
が
強
ま
り
、
そ

の
人
生
の
詳
細
が
紹
介
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
設
定
や
固
有
名
詞
の
み
を
架
空
の
も
の
に
置

き
換
え
て
、
ほ
と
ん
ど
自
分
の
歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
に
作
家
の
人
生
の
詳
細
が
知
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、

や
は
り
同
時
代
の
読
者
に
自
伝
と
判
断
さ
れ
う
る
こ
と
は
あ
る
。
こ
れ
が

今
ひ
と
つ
の
自
伝
的
執
筆
の
あ
り
方
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
は
約
束
事
と

し
て
確
立
し
て
い
た
自
伝
的
ス
タ
イ
ル
の
伝
統
に
乗
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
先
述
の
ギ
ャ
ス
ケ
ル
や
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
（
図
③
）
の
伝
記
に
よ

り
、
ブ
ロ
ン
テ
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
実
は
自
伝
的
作
品
を
書
い
て
い
た
と
死

後
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
作
家
の
人
生
に
起
き
た
史
実
と
逐
一

照
合
さ
れ
る
こ
う
し
た
作
品
の
持
つ
ス
タ
イ
ル
が
、
自
伝
的
な
も
の
を
描

く
際
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
し
て
読
者
の
間
に
定
着
す
る
。そ
の
後
で
は
、

逆
に
そ
れ
ら
と
同
じ
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
作
品
が
仮
に
人
生
の
史
実
を
反
映

し
て
い
な
く
て
も
自
伝
的
執
筆
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
『
大
い
な
る
遺
産
』（
一
八
六
〇
〜
六
一

年
）
は
、
多
分
に
自
伝
的
内
容
を
持
つ
と
今
日
で
は
理
解
さ
れ
る
が
、
史

実
と
は
だ
い
ぶ
違
っ
た
設
定
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
種
類
の

小
説
は
そ
れ
ま
で
に
既
に
現
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
が
こ
の
時
代
ま
で
に

自
伝
的
執
筆
の
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
形
式
か
ら
見
て
自
伝
的
執
筆
と
判
断
さ
れ
る
要
素
の
筆

頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
人
称
で
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
人
が
遺

し
た
手
記
の
か
た
ち
を
取
り
な
が
ら
も
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
自
伝
的
執

筆
と
理
解
さ
れ
る
『
私
記
』
の
よ
う
な
作
品
は
、
と
り
わ
け
、
一
人
称
の

形
式
が
読
者
に
対
し
て
自
伝
と
し
て
の
読
み
方
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
語
り
の
人
称
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
た

る
登
場
人
物
が
自
己
へ
の
過
剰
な
執
着
を
見
せ
る
こ
と
も
ま
た
、
自
伝
的

内
容
を
持
つ
作
品
で
あ
る
と
判
断
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
関
し
て
考
え
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
い
う
境
界
を
明
確
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に
引
く
こ
と
は
容
易
で
な
い
も
の
の
、『
暁
の
労
働
者
た
ち
』（
一
八
八
〇

年
）
や
『
無
階
級
の
人
々
』（
一
八
八
四
年
）
と
い
っ
た
初
期
の
作
品
と
比

較
し
て
、『
三
文
文
士
』
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
他
人
の
こ
と
よ
り
も
自

分
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
の
関
心
が
登
場
人
物
の
頭
の
大
半
を
占
め
、
従

っ
て
、
自
分
自
身
の
こ
と
が
語
り
の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。
こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
主
た
る
関
心
の
置
き
所
が
自
身
で
あ
る

こ
と
を
も
っ
て
自
伝
的
な
色
彩
を
強
め
て
お
り
、
自
伝
的
作
品
と
し
て
読

ま
れ
る
原
因
を
作
品
の
内
部
に
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
一
人
称
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
形
式
面
か
ら
、
そ
し
て
、
登
場
人

物
が
自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
内
容
面
か
ら
、
読

者
が
そ
の
作
品
を
読
む
際
に
「
ど
う
や
ら
作
家
本
人
の
写
し
絵
で
あ
る
ら

し
い
」
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
読
む
と
い
う
約
束
が
成
立
し
て
お
り
、
そ

れ
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
執
筆
活
動
を
行
っ
た
世
紀
末
の
自
伝
的
執
筆
が
迎

え
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の

こ
と
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
執
筆
に
大
き
な
特
徴
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
ギ

ッ
シ
ン
グ
の
場
合
に
常
に
問
題
に
な
る
の
は
、
本
人
が
期
待
す
る
ほ
ど
の

広
い
読
者
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人

へ
の
世
間
の
関
心
そ
の
も
の
が
薄
く
、
仮
に
自
伝
的
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ

う
に
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
人

が
自
伝
を
意
図
し
、
自
伝
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
い
て
い

る
と
分
か
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
自
伝
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
判
断
基
準
と
し
て
、「
こ
う
書
い
て
あ
れ
ば
自
伝
な
の
だ
ろ
う
」、

「
こ
う
書
け
ば
自
伝
と
し
て
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
、
読
者
と
作

者
の
合
意
が
で
き
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
書
く
自
分
と
書
か
れ
る
自
分

実
在
の
固
有
名
詞
が
架
空
の
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
、
具
体
的
な
史
実

が
作
品
の
設
定
と
し
て
忠
実
に
写
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
自
伝
的
記

述
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
自
伝
的
な
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
と
、
自
伝
的
執
筆
は
そ
の
意
味
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
自
伝
的
で
あ
り
な
が
ら
、
本
人
を
め
ぐ
る
史
実
や
記
録

を
事
実
と
し
て
伝
え
る
意
味
で
の
自
伝
で
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
、
そ
う

し
た
具
体
的
な
現
実
や
置
か
れ
て
い
る
歴
史
的
状
況
と
は
無
関
係
に
存
在

す
る
自
己
に
つ
い
て
伝
え
る
媒
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
伝
記

よ
り
も
自
伝
に
お
い
て
こ
そ
自
己
が
顕
著
に
表
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は

こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
し

（
４
）
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
自
伝
の
批
評
が
隆

盛
に
な
る
や
い
よ
い
よ
注
目
さ
れ
る
の
も
、
事
実
記
録
よ
り
こ
う
し
た
内

面
的
真
実
の
重
要
性
の
方
で
あ
る

（
５
）

。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
自
伝
的
記
述

の
形
式
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、
一
つ
の
本
質
的
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
史
実
と
一
致
し
て
い
な
い
自
伝
的
執
筆
で
あ
る
だ

け
に
、
自
ら
の
描
き
方
に
希
望
や
期
待
の
余
地
が
入
り
込
み
、
書
い
て
い

る
人
物
と
書
か
れ
て
い
る
人
物
像
と
が
別
物
に
な
っ
て
ゆ
く
可
能
性
を
孕

む
こ
と
に
な
る
。
描
か
れ
る
登
場
人
物
が
、
書
き
手
の
実
像
か
ら
は
乖
離

し
た
結
果
、
作
家
本
人
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
得

る
し
、
逆
に
作
家
本
人
が
自
分
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
な
い
登
場
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人
物
に
、
作
家
の
実
像
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
得
る
。
ま
た
、

そ
う
な
る
と
、
書
く
自
分
と
書
か
れ
る
自
分
と
の
乖
離
や
、
そ
こ
に
あ
る

偽
り
に
、
作
家
本
人
が
気
づ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
自
然

主
義
文
学
を
代
表
す
る
よ
う
な
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
群
で
あ
る
だ
け
に
、

そ
の
理
想
主
義
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
読
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
ギ
ッ
シ

ン
グ
の
文
学
は
実
は
理
想
主
義
と
自
然
主
義
と
の
は
ざ
ま
に
存
在
し
、
こ

う
し
た
乖
離
は
そ
れ
に
由
来
す
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
設
定
そ
の
も
の
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
実
像
か
ら
離
れ
て

い
る
例
と
し
て
『
私
記
』
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
作
品
は

そ
の
出
版
当
初
よ
り
自
伝
的
執
筆
が
意
図
さ
れ
、
読
者
に
も
そ
う
理
解
さ

れ
て
い
る
し
、
実
際
に
ギ
ッ
シ
ン
グ
と
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
共
通
点
を
挙
げ

れ
ば
き
り
が
な
い
。
し
か
し
、
当
然
の
よ
う
に
そ
う
認
知
さ
れ
る
ス
タ
イ

ル
を
持
つ
だ
け
に
、
両
者
の
乖
離
も
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
序
文
」

に
よ
る
と
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
文
学
を
志
し
て
経
済
的
に
疲
弊
す
る
ロ
ン

ド
ン
で
の
生
活
の
中
で
、
妻
に
先
立
た
れ
た
後
、
身
に
余
る
財
産
を
遺
贈

さ
れ
て
、
エ
ク
セ
タ
ー
近
郊
に
隠
遁
す
る
有
閑
の
身
分
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
こ
の
作
品
を
執
筆
、
発
表
し
た
時
期
で
あ
る
一
九
〇
一
〜
〇
二
年

当
時
の
実
際
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
ギ
ッ
シ
ン

グ
は
と
い
え
ば
、
精
神
を
病
む
妻
と
制
度
上
離
婚
で
き
ず
に
い
る
し
、
自

ら
の
身
体
を
蝕
む
病
魔
と
闘
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
し
、
文
学
へ
の
志
は

不
変
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
生
活
苦
は
相
変
わ
ら
ず
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
有
閑
生
活
は
、
当
時
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
夢
に
も
求
め
よ

う
も
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
実
情
に
目
を
つ

ぶ
ら
ず
、
文
学
者
と
し
て
書
く
べ
き
こ
と
を
書
い
て
い
た
ら
ラ
イ
ク
ロ
フ

ト
の
よ
う
な
生
活
は
い
よ
い
よ
遠
ざ
か
る
こ
と
を
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
自
ら

の
自
然
主
義
的
小
説
で
、
ま
た
自
ら
の
人
生
そ
の
も
の
を
実
験
台
に
、
示

し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
社
会
に
向
け
て
言
う
べ
き
こ
と
を
、
そ

れ
を
言
う
に
相
応
し
い
立
場
か
ら
言
う
。
こ
れ
を
実
現
す
る
者
と
し
て
ラ

イ
ク
ロ
フ
ト
を
そ
う
し
た
有
閑
の
身
分
に
置
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
な

わ
ち
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
理
想
で
あ
る
。
自
伝
的
執
筆
の
中
で
、
実
際
の

自
分
を
変
更
し
て
描
き
出
し
て
い
る
例
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
変
更
は

単
な
る
設
定
の
違
い
に
と
ど
ま
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ク

ロ
フ
ト
自
身
が
文
中
で
否
定
し
て
い
る
。

私
は
つ
い
に
自
分
の
家
を
手
に
入
れ
た
。
…
…
自
分
の
生
活
の
身
の
丈
に

合
わ
な
い
美
徳
を
、
あ
た
か
も
自
分
が
備
え
て
い
る
ふ
り
を
し
た
と
こ
ろ

で
な
ん
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
は
ど
こ
に
住
ん
で
、
ど
う

い
う
家
に
暮
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
最
も
大
事
な
の
だ
。
…
…
こ

の
家
こ
そ
わ
が
家
な
の
だ
。

（「
春
」
第
二
章
）

ま
た
、
自
分
よ
り
も
下
層
の
階
級
に
対
す
る
関
心
を
強
く
示
し
て
き
た
ギ

ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
が
、そ
の
中
で
の
自
ら
の
立
場
の
置
き
所
に
つ
い
て
も
、

こ
の
作
品
で
明
言
し
て
い
る
。

当
時
、
無
名
の
大
衆
が
か
ろ
う
じ
て
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
ど
ん
な
悪
戦

苦
闘
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
私
は
刻
一
刻
、
嫌
と
い
う
ほ
ど
味
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わ
わ
さ
れ
て
い
た
。
私
ほ
ど
、「
命
を
な
が
ら
え
る
に
は
僅
少
の
も
の
に

て
足
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
街

頭
で
飢
え
た
こ
と
も
あ
る
。
う
す
汚
い
宿
で
雨
露
を
し
の
い
だ
こ
と
も
あ

る
。「
特
権
階
級
」
に
対
す
る
怒
り
と
嫉
み
に
腹
が
煮
え
返
る
気
持
ち
だ

っ
て
す
ぐ
に
思
い
出
せ
る
。
だ
が
実
は
、
そ
ん
な
時
も
い
つ
だ
っ
て
私
自

身
は
「
特
権
を
有
す
る
も
の
」
の
一
員
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
今
、
微

塵
も
自
責
の
念
に
か
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
私
は
自
分
が
紛
う
方
な
き
特
権

階
級
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…

抑
え
ら
れ
ぬ
気
持
ち
か
ら
社
会
の
不
正
を
攻
撃
し
た
い
者
は
、
好
き
に
容

赦
な
く
攻
撃
す
れ
ば
い
い
。
使
命
を
感
じ
た
者
は
、
身
を
渦
中
に
投
じ
て

闘
争
す
る
の
に
た
め
ら
う
必
要
は
な
い
。
だ
が
私
の
場
合
、
そ
う
す
る
こ

と
は
自
然
の
導
き
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
私
は
静
寂
と
瞑
想

の
生
活
を
送
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
生
活
し

な
け
れ
ば
、
私
は
天
賦
の
資
質
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（「
春
」
第
四
章
）

私
だ
っ
て
、
富
裕
層
の
特
権
に
反
抗
し
た
こ
と
は
あ
る
。
…
…
け
れ
ど
、

自
分
が
一
時
的
に
仲
間
入
り
を
し
た
生
来
の
貧
民
た
ち
と
、
自
分
が
同
じ

存
在
だ
と
感
じ
た
こ
と
は
、
と
う
と
う
な
か
っ
た
。
…
…
私
は
貧
民
と
い

う
も
の
を
知
っ
て
い
た
。
彼
等
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
目
的

と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
た
。

（「
秋
」
第
十
五
章
）

実
際
に
社
会
の
下
層
に
属
す
る
大
衆
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
も
そ
う

し
た
大
衆
と
自
ら
同
化
す
る
こ
と
は
な
い
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
自
身
の
来
歴
を
正
当
に
評
価
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
と
い
え
る
し
、
そ
れ
故
の
エ
グ
ザ
イ
ル
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ

う
し
た
自
身
の
あ
り
方
に
対
し
て
特
権
階
級
と
い
う
具
体
的
な
か
た
ち
を

与
え
て
描
き
出
す
こ
と
が
、
こ
の
文
筆
に
お
い
て
、
書
く
自
分
と
書
か
れ

る
自
分
が
離
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
こ

れ
を
執
筆
し
た
時
期
に
世
を
達
観
し
て
静
寂
の
中
で
瞑
想
す
る
余
裕
な
ど

な
い
し
、
特
権
的
階
級
に
属
す
る
人
の
い
う
こ
と
だ
か
ら
と
耳
を
傾
け
て

も
ら
う
立
場
は
確
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
ギ
ッ
シ
ン

グ
自
身
の
語
り
と
し
て
こ
の
文
章
を
書
い
た
と
し
た
ら
、
や
は
り
説
得
力

を
持
て
な
い
の
だ
。

ま
た
逆
に
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
書
い
た
な
ら
辛
辣
に
過
ぎ
て
書
く
の

を
憚
る
で
あ
ろ
う
冷
徹
な
目
を
自
己
に
投
げ
か
け
る
こ
と
も
、
こ
の
ス
タ

イ
ル
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
若
い
自
分
の
生

活
に
つ
い
て
語
る
部
分
に
現
れ
る
。
若
い
頃
の
赤
貧
洗
う
が
ご
と
き
生
活

を
「
二
度
と
繰
り
返
し
た
く
な
い
」
と
語
り
、
物
質
主
義
へ
と
堕
落
し
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
誇
る
も
の
の
、「
精
力
と
、
熱
意
と
、
青
春
の
浪
費

で
あ
っ
た
」（「
春
」
第
十
一
章
）
と
回
想
す
る
。
さ
ら
に
、
若
い
頃
の
自

分
に
つ
い
て
、「
私
は
あ
の
や
せ
た
青
白
い
顔
の
少
年
の
こ
と
を
思
う
と

微
笑
ま
し
く
な
る
。
つ
ま
り
、
私
の
こ
と
、
私
自
身
の
こ
と
を
思
う
と
、

諸
君
は
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
あ
の
青
年
は
も
う
三
十
年
も
前
に

亡
く
な
っ
て
、
も
は
や
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
の
だ
」（「
春
」
第
十
七
章
）

と
、
現
在
執
筆
時
の
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
か
ら
切
り
離
し
た
言
い
方
を
し
て
い
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る
。
書
く
自
分
と
書
か
れ
る
自
分
が
既
に
別
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
、
ラ

イ
ク
ロ
フ
ト
の
語
り
の
中
で
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ギ
ッ
シ
ン

グ
が
書
く
自
分
と
書
か
れ
る
自
分
と
の
乖
離
を
、
あ
る
程
度
念
頭
に
置
い

て
書
い
て
い
る
こ
と
を
自
ず
か
ら
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
先
に
言
及
し
た
通
り
、
逆
に
「
書
く
自
分
」
が
拡
散
し
、
作

家
本
人
が
自
分
の
分
身
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
な
い
登
場
人
物
に
、
作
家

の
実
像
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う
点
も
、
こ
う
し
た
架
空
の
自
伝
的
執
筆
と

い
う
ス
タ
イ
ル
の
も
た
ら
す
重
要
な
結
果
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
三
文
文
士
』
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
自
伝
的
執
筆
の
代
表
的
な
一
つ
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
、
ど
の
登
場
人
物
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
自
画
像
で
あ
る
の
か

と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。
通
常
の
考
え
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
い
は

今
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
文
学
的
理
念
を
追
い
続
け

そ
の
結
果
と
し
て
の
生
活
苦
に
悩
む
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
リ
ア
ド
ン
こ
そ
は
、

ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
読
み
方
に
な
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
コ

ブ
・
コ
ー
ル
グ
、
ジ
ョ
ン
・
グ
ッ
ド
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
バ
ー
ゴ
ン
ジ
ー
ら

歴
代
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
批
評
も
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
６
）
。
実
際
、
リ

ア
ド
ン
は
、
文
学
的
理
想
や
生
活
の
困
窮
だ
け
で
な
く
、
食
い
つ
な
ぐ
た

め
に
医
療
事
務
の
職
に
就
く
こ
と
や
、
夫
婦
間
の
す
れ
違
い
な
ど
、
具
体

的
な
と
こ
ろ
で
ギ
ッ
シ
ン
グ
と
共
通
点
を
持
ち
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
そ
こ
ま

で
の
半
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
な
面
を
多
く
持
つ
。
そ
の
点
、
否
定

で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ア
ド
ン
と
む
し
ろ
対
極

に
置
か
れ
る
人
物
で
あ
る
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
リ
ア
ド
ン
を
主
人
公
と
し
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人
の
写
し
で
あ
る
と

考
え
る
と
き
、
む
し
ろ
読
者
に
と
っ
て
は
敵
視
の
対
象
と
し
て
読
む
べ
き

人
物
か
も
知
れ
な
い
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
中
に
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
よ
う

な
実
利
主
義
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
マ
イ
ケ
ル
・
コ
リ
ー
が
論
じ
て
い

る
通
り
、『
イ
ザ
ベ
ル
・
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
』（
一
八
八
六
年
）
以
降
の
ギ
ッ

シ
ン
グ
は
、
社
会
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う
、
そ
れ
な
り
の
配
慮
を
念
頭

に
執
筆
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（C

ollie,
B

iography
8

）。
ミ
ル
ヴ

ェ
イ
ン
の
実
利
主
義
は
出
版
事
情
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
躊
躇
せ
ず
に
他
の

人
を
も
利
用
し
て
の
し
上
が
ろ
う
と
す
る
自
己
中
心
性
は
そ
の
結
婚
の
選

択
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
は
、
当
初
は
自
分
を
嫌
っ
て

い
る
は
ず
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ユ
ー
ル
に
文
壇
に
お
け
る
野
心
か
ら
近
づ

く
が
、
ユ
ー
ル
の
娘
メ
ア
リ
ア
ン
は
経
済
的
に
裕
福
で
な
い
た
め
興
味
を

抱
か
な
い
。
メ
ア
リ
ア
ン
に
叔
父
の
遺
産
が
入
る
と
、
結
婚
を
考
え
、
ひ

と
た
び
そ
の
遺
産
が
大
し
た
額
で
な
い
と
知
る
と
今
度
は
結
婚
を
引
き
延

ば
し
て
、
富
豪
の
ミ
ス
・
ル
ー
パ
ー
ト
に
結
婚
を
申
し
込
む
。
こ
の
二
枚

舌
を
非
難
す
る
妹
ド
ー
ラ
に
対
し
て
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
は
弁
明
を
す
る
。

で
も
も
う
一
つ
だ
け
言
わ
せ
て
く
れ
よ
。
メ
ア
リ
ア
ン
と
結
婚
す
る
に
し

て
も
、
ミ
ス
・
ル
ー
パ
ー
ト
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
僕

自
身
の
感
情
を
引
換
に
し
て
の
こ
と
な
ん
だ
よ
。
メ
ア
リ
ア
ン
と
結
婚
す

る
場
合
な
ら
義
理
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
の
だ
し
、
ミ
ス
・
ル
ー

パ
ー
ト
と
結
婚
す
る
場
合
に
は
世
間
的
な
出
世
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に

し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
ん
だ
。

（
第
三
十
四
章
）
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リ
ア
ド
ン
の
よ
う
な
人
間
に
対
し
て
同
情
的
な
姿
勢
で
小
説
を
読
む
場

合
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
こ
の
身
勝
手
さ
は
非
難
の
対
象
に
し
か
映
ら
な
い

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
自
ら
の
世
間
的
出
世
と
経

済
的
事
情
と
を
重
視
し
て
二
度
目
の
結
婚
を
し
た
の
が
、
一
八
九
一
年
当

時
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
。
様
々
な
選
択
肢
の
中
か
ら
、
分
相
応
な
と
こ

ろ
で
手
を
打
っ
た
様
子
が
、
一
八
九
一
年
四
月
二
十
一
日
、
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ハ
リ
ソ
ン
の
妻
へ
の
書
簡
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

妻
を
娶
ら
な
い
限
り
私
が
仕
事
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
自
分
で
分

か
っ
た
の
で
す
。
…
…
ど
う
せ
私
の
収
入
は
職
人
を
超
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
職
人
の
娘
よ
り
他
に
選
ぶ
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

…
…
。
今
後
は
も
う
教
育
の
あ
る
方
々
と
は
お
つ
き
合
い
す
る
つ
も
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
落
ち
着
い
た
静
か
な
暮
ら
し
を
望
ん
で
お
り
ま
す
の
で
。

（L
etters

4:285-86

）

ギ
ッ
シ
ン
グ
の
こ
の
選
択
に
は
自
分
よ
り
も
社
会
的
に
下
層
に
い
る
女
性

を
選
ぶ
独
特
の
癖
と
、
世
間
に
対
す
る
自
己
卑
下
、
本
来
自
分
が
属
す
る

階
級
へ
の
決
別
な
ど
、
複
雑
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
自

分
の
理
想
を
押
し
殺
し
て
も
目
先
の
現
実
的
な
事
情
を
優
先
さ
せ
て
結
婚

を
す
る
と
い
う
選
択
に
は
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
実
利
主
義
と
の
共
通
点
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ギ
ッ
シ
ン
グ
が
自
分
を
照
ら
し
出
す
対
象
は
、
リ
ア
ド
ン
と
ミ
ル
ヴ
ェ

イ
ン
だ
け
で
は
な
い
。
リ
ア
ド
ン
と
エ
イ
ミ
の
階
級
差
ゆ
え
の
夫
婦
の
す

れ
違
い
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
夫
婦
関
係
を
想
起
さ
せ
る
が
、
出
身
階
級

の
格
差
が
そ
れ
以
上
に
顕
著
に
夫
婦
生
活
を
阻
害
す
る
の
は
、
ア
ル
フ
レ

ッ
ド
・
ユ
ー
ル
夫
妻
に
お
い
て
で
あ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ユ
ー
ル
が
貧

乏
な
が
ら
出
世
欲
を
燃
や
し
て
励
む
中
、「
自
分
に
と
っ
て
は
気
だ
て
が

よ
さ
そ
う
に
見
え
た
」（
第
七
章
）
雑
貨
商
の
娘
と
結
婚
し
て
、
背
景
と

な
る
階
級
や
知
性
、
振
る
舞
い
が
超
え
が
た
い
壁
で
あ
る
と
知
り
、
間
も

な
く
後
悔
す
る
と
い
う
件
は
、
そ
の
ま
ま
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
結
婚
経
験
談
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ユ
ー
ル
夫
妻
の
場
合
、
夫
は
諦
念
を
も
っ
て
妻

と
い
う
人
間
を
考
え
、
教
育
上
の
悪
影
響
を
恐
れ
て
妻
を
娘
か
ら
遠
ざ
け

さ
え
す
る
。
妻
は
な
す
術
を
知
ら
ず
、
家
庭
の
中
で
蔑
視
の
対
象
た
る
に

た
だ
甘
ん
ず
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
文
学
を
め
ぐ
る
友
人
ハ
ロ
ル
ド
・
ビ
ッ
フ
ェ
ン
は
、
ギ
ッ
シ
ン

グ
の
自
然
主
義
的
創
作
態
度
を
そ
の
セ
リ
フ
の
中
に
ま
と
め
て
い
る
（
第

十
章
）。
た
だ
し
、
そ
れ
以
上
に
注
目
す
る
べ
き
は
ビ
ッ
フ
ェ
ン
の
備
え

て
い
る
現
実
主
義
者
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。

い
っ
た
い
君
も
僕
も
何
様
だ
っ
て
い
う
ん
だ
。
…
…
自
分
の
頑
固
な
理
想

主
義
の
た
め
に
自
分
や
他
人
を
み
じ
め
に
し
て
い
い
ほ
ど
偉
い
ん
だ
ろ
う

か
。
置
か
れ
た
状
況
で
最
善
を
尽
く
す
の
が
僕
ら
の
義
務
な
ん
だ
。
パ
ン

を
切
る
た
め
の
立
派
な
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
カ
ミ
ソ
リ
で
パ
ン

を
切
ろ
う
と
す
る
な
ん
て
馬
鹿
げ
て
い
る
話
だ
よ
。

（
第
三
十
一
章
）

か
つ
て
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
、
同
じ
く
創
作
に
努
め
る
弟
ア
ル
ジ
ェ
ノ
ン
に
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宛
て
て
「
自
分
が
『
真
実
』
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
を
語
る
の
は
そ
の
人

の
義
務
な
の
で
す
。
た
と
え
偏
見
を
変
え
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か

に
思
わ
れ
て
い
て
も
」（L

etters
1:

215

）
と
書
い
て
、
少
数
派
で
あ
る
こ

と
を
気
に
せ
ず
執
筆
に
向
か
う
よ
う
激
励
し
、
同
じ
作
家
の
道
を
勧
め
て

い
る
。
そ
れ
も
自
身
が
一
二
五
ポ
ン
ド
の
私
費
を
投
じ
て
『
暁
の
労
働
者

た
ち
』
を
出
版
し
、
二
ポ
ン
ド
し
か
売
上
げ
が
な
か
っ
た
そ
の
直
後
、
一

八
八
〇
年
十
一
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
随
分
と
無
責
任
な
勧
誘

を
す
る
兄
で
あ
る

（
７
）

。こ
の
理
想
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
そ
の
後
も
持
ち
続
け
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
『
三
文
文
士
』
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
さ
す
が
に
一
八

八
〇
年
の
ま
ま
考
え
方
に
全
く
変
化
が
な
い
訳
で
は
な
く
、
ビ
ッ
フ
ェ
ン

の
よ
う
な
考
え
方
に
も
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
共
鳴
す
る
部
分
を
持
ち
始
め
た
こ

と
は
、『
私
記
』
を
自
伝
的
執
筆
と
考
え
る
限
り
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。筆

を
執
る
人
間
が
、
た
と
え
不
朽
の
作
品
を
書
い
た
と
し
て
も
、
世
間
が

認
め
て
く
れ
な
い
こ
と
に
怒
る
筋
合
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、

作
品
を
公
け
に
し
て
く
れ
と
彼
に
頼
ん
だ
人
が
一
人
で
も
い
る
ん
だ
ろ
う

か
。

（「
春
」
第
一
章
）

パ
ン
を
得
る
た
め
に
物
を
書
い
て
い
る
男
女
は
今
や
お
び
た
だ
し
い
数
に

の
ぼ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
こ
の
仕
事
で
一
生
食
っ
て
ゆ
け
る
見

込
み
は
絶
対
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
皆
無
な
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
男
女

た
ち
は
、
こ
の
あ
さ
ま
し
い
職
業
に
し
が
み
つ
い
て
、
物
乞
い
や
借
金
で

な
ん
と
か
足
り
な
い
お
金
を
埋
め
合
わ
せ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
が
、
今
さ
ら
他

の
仕
事
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
時
が
、
い
ず
れ
は
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
全
生
涯
を
そ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
体
験
に
費
や
し
た
私
は
、
若
い

男
女
を
け
し
か
け
て
「
文
学
」
で
身
を
た
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
こ
そ
、

ま
さ
に
罪
を
犯
し
て
い
る
の
だ
と
言
い
た
い
。

（「
春
」
第
十
八
章
）

「
結
果
と
し
て
売
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
作
家
」
と
し
て
自
嘲
的
に
書
い

て
い
る
こ
の
文
章
の
、
ど
こ
ま
で
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
本
音
で
あ
る
の
か
は

即
断
で
き
な
い
も
の
の
、
無
闇
に
自
分
の
理
想
を
押
し
つ
け
る
傾
向
が
こ

の
頃
に
は
一
段
落
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す

る
と
、
そ
の
声
を
最
初
に
発
し
た
ビ
ッ
フ
ェ
ン
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の

投
影
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、
自
分
の
血
と
涙
の
結

晶
で
あ
る
『
乾
物
屋
ベ
イ
リ
ー
氏
』
の
原
稿
を
火
事
の
危
機
か
ら
救
い
出

す
も
、
出
版
し
た
結
果
、
箸
に
も
棒
に
も
掛
か
ら
な
い
と
い
う
皮
肉
な
成

り
行
き
は
、
自
然
主
義
的
現
実
の
直
視
と
い
う
よ
り
も
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が

「
そ
う
あ
り
得
た
自
分
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
一
つ
付
け
加
え
、
自
己

戯
画
化
し
て
描
い
た
も
の
と
も
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
で
、
自
己
戯
画
化
と
い
え
ば
、
最
も
作
家
自
身
の
反
映
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
リ
ア
ド
ン
が
、
ど
こ
ま
で
本
当
に
作
家

自
身
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
た
人
物
像
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

の
疑
問
が
生
ず
る
。
努
力
し
て
も
浮
か
ば
れ
な
い
「
可
哀
想
で
不
幸
な
私
」

と
い
う
、
自
己
憐
憫
に
彩
ら
れ
た
自
然
主
義
だ
け
で
は
、
リ
ア
ド
ン
と
い

う
人
物
を
説
明
し
き
れ
な
い
面
が
残
る
の
で
あ
る
。『
三
文
文
士
』
に
ま
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つ
わ
る
最
大
の
問
題
は
、
妻
エ
イ
ミ
が
い
か
に
励
ま
し
て
み
て
も
、
リ
ア

ド
ン
が
自
分
に
は
文
筆
の
才
能
が
な
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
人
物
の
モ
デ
ル
で
あ
る
作
家
が
そ
の
よ
う
に
本
気
で
考
え

て
い
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
こ
の
小
説
を
執
筆
し
、
発
表
し
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ
の
時
期
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
自
分
の
能
力
に
懐
疑

的
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま

い
。「
僕
は
自
分
の
書
く
も
の
は
第
一
流
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
そ
れ
を
良
い
も
の
に
し
よ

う
と
努
力
す
る
時
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
妥
協
が
で
き
な
く
な
る
ん
だ
よ
。

僕
は
こ
ん
な
こ
と
を
皮
肉
で
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
、エ
イ
ミ
」

（
第
四
章
）
と
、
自
信
が
な
い
ほ
ど
に
完
璧
主
義
に
陥
っ
て
身
動
き
が
で

き
な
く
な
る
自
分
を
リ
ア
ド
ン
は
説
明
す
る
。
リ
ア
ド
ン
は
皮
肉
で
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
信
ず
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
ギ
ッ
シ
ン

グ
は
皮
肉
を
も
っ
て
こ
う
言
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

『
三
文
文
士
』
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
的
手
法
が
強
い
印
象
を
残
す
の

は
、
リ
ア
ド
ン
が
執
筆
活
動
に
専
念
し
よ
う
と
す
る
際
の
姿
で
あ
る
。
人

一
倍
、
文
学
の
理
想
を
説
き
な
が
ら
、
目
の
前
の
原
稿
が
埋
め
ら
れ
な
い
。

書
く
べ
き
こ
と
を
書
け
る
場
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
、執
筆
の
現
場
で
は
、

書
く
べ
き
こ
と
を
探
し
て
見
つ
か
ら
ず
、
い
よ
い
よ
意
味
の
な
い
埋
め
草

で
原
稿
を
満
た
し
、
何
と
か
三
巻
本
の
体
裁
を
整
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
リ
ア
ド
ン
が
経
験
す
る
こ
の
苦
労
は
、
た
し
か
に
当
時
の
出
版
事
情

に
翻
弄
さ
れ
て
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
経
験
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
（
図
④
）
、

ま
さ
に
今
『
三
文
文
士
』
を
執
筆
す
る
瞬
間
に
も
経
験
し
て
い
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
三
文
文
士
』
と
い
う
三
巻
本
の
小
説
は
、

間
延
び
し
た
文
学
論
で
満
た
さ
れ
、
メ
リ
ハ
リ
の
な
い
夫
婦
の
ず
れ
た
会

話
が
延
々
と
続
く
の
で
あ
る
。
小
説
の
中
で
執
筆
中
の
リ
ア
ド
ン
の
姿
と

『
三
文
文
士
』
を
執
筆
中
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
姿
と
が
重
な
る
と
い
う
、
メ

タ
小
説
と
し
て
の
要
素
が
こ
の
作
品
に
は
あ
り
、
一
見
退
屈
な
描
写
と
会

話
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
こ
の
作
品
の
膨
ら
み
と
面
白
さ
は
、
そ
の
点
に
こ

そ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
要
素
が
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て

人
が
読
む
に
耐
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
書
か
れ
る
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自
分
と
し
て
の
リ
ア
ド
ン
と
、
そ
れ
を
捉
え
て
自
己
戯
画
化
し
て
書
く
自

分
と
し
て
の
ギ
ッ
シ
ン
グ
で
あ
る
。
自
分
を
皮
肉
に
捉
え
、
自
己
戯
画
化

し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
分
だ
け
は
自
己
が
客
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
本
来
の
自
分
を
加
工
し
た
上
で
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
リ
ア
ド
ン
こ
そ
は
ギ
ッ
シ
ン
グ
本
人
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

ギ
ッ
シ
ン
グ
の
理
想
主
義
的
側
面
を
代
表
す
る
一
人
物
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
書
く
自
分
は
一
人
で
も
、
そ
の
反
映
は
一
人
の
登
場
人

物
に
集
約
さ
れ
た
か
た
ち
で
映
し
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
書
か
れ
る

自
分
は
そ
こ
こ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
分
裂
が
解
消

さ
れ
る
の
は
、『
私
記
』
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
他
の
人
間
が
登
場
す
る
余

地
の
な
い
随
筆
の
か
た
ち
に
お
い
て
で
あ
る
。『
三
文
文
士
』
で
複
数
の

人
物
に
振
り
分
け
ら
れ
て
分
裂
し
た
自
己
は
、『
私
記
』
に
至
っ
て
一
人

格
の
中
に
統
合
さ
れ
、
一
人
の
人
物
の
内
部
で
の
揺
ら
ぎ
、
分
裂
、
矛
盾
、

葛
藤
と
な
る
の
で
あ
る

（
８
）
。

第
四
節
　
自
分
の
た
め
の
文
学
の
登
場

そ
う
し
て
み
る
と
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
自
伝
的
執
筆
は
、
自
分
の

実
際
を
映
し
出
し
た
自
画
像
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
可
能
性
、
そ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
可
能
性
を
列
挙
し
た

も
の
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
従
っ
て
、
内
部
に
矛
盾
が
あ
っ
て
当

然
な
の
で
あ
る
し
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
が
標
榜
す
る
ゾ
ラ
仕
込
み
の
自
然

主
義
だ
け
で
は
語
れ
な
い
内
容
を
持
つ
。
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
「
青
年
時
代

や
壮
年
時
代
の
初
期
を
通
じ
、
自
然
そ
の
も
の
よ
り
も
芸
術
に
よ
っ
て
表

さ
れ
た
自
然
に
心
を
引
か
れ
た
」（「
夏
」
第
二
章
）
と
い
う
性
質
は
、
ギ

ッ
シ
ン
グ
に
も
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

す
る
と
、
自
伝
的
執
筆
を
行
う
意
図
は
そ
も
そ
も
ど
こ
に
あ
る
の
か
に

触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
自
伝
的
執
筆
が
、
歴
史

的
、
伝
記
的
事
実
を
伝
え
る
記
録
文
書
と
し
て
の
意
義
か
ら
で
は
な
い
こ

と
は
、
も
は
や
論
を
ま
た
な
い
。
し
か
し
、
自
伝
が
自
伝
的
な
虚
構
に
な

っ
た
段
階
で
そ
う
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
運
命
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
も
は
や

珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
自
伝
的
小
説
が
読
者
に
と
っ
て
意

味
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
虚
構
に
置
き
換
え
ら
れ
た
自
分
の
物
語
と

し
て
で
あ
り
、
読
者
が
そ
れ
を
読
者
自
身
の
比
喩
と
し
て
楽
し
め
る
か
ど

う
か
に
掛
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー

ル
ド
』
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
伝
記
的
事
実
と
し
て
の
意
味
が
隠
蔽
さ
れ
た

ま
ま
で
も
、
主
人
公
の
冒
険
物
語
、
成
功
物
語
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

読
者
が
問
題
を
共
有
し
、
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
一
つ
の
理
想
と
し
て
機

能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
自
伝
的
執
筆
の
問
題

は
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
関
心
の
こ
と
ご
と
く
が
、
一
般
化
に
失
敗
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
作
家
と
い
う
特
殊
な
職
業
を
志
す
人

物
群
が
、
そ
の
特
殊
な
事
情
か
ら
理
想
と
経
済
的
苦
境
と
の
間
の
板
挟
み

を
経
験
す
る
な
ど
と
い
う
、
特
殊
性
に
満
ち
た
物
語
か
ら
抽
出
で
き
る
問

題
意
識
は
、「
文
学
」
対
「
物
質
的
潤
い
」
と
い
う
世
間
一
般
か
ら
見
る

と
あ
ま
り
に
特
殊
な
対
立
構
図
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
を
我
が
こ
と
と
し
て
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読
む
こ
と
は
、
比
喩
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
も
一
般
読
者
に
は
無

理
な
の
で
あ
る
。
お
茶
の
水
で
石
を
投
げ
れ
ば
作
家
志
望
の
苦
学
生
に
当

た
る
と
言
わ
れ
た
私
小
説
全
盛
の
戦
後
日
本
と
は
、
大
い
に
事
情
が
違
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
思
え
ば
、
広
く
社
会
に
関
心
を
喚
起
し
そ
う
に
思
わ

れ
る
社
会
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
さ
え
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
が

労
働
者
階
級
を
眺
め
る
と
い
う
か
た
ち
を
持
つ
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
は
、

共
感
を
集
め
や
す
い
読
み
物
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
既
に
自
伝
的
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
非
常
に
一
般
化
し
に
く
く
、
そ
も
そ
も
個
人
的

な
と
こ
ろ
に
発
す
る
問
題
意
識
は
、
出
版
事
情
に
向
か
な
い
こ
と
は
当
然

で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
売
れ
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
と
も
思
っ
て
い
な

い
節
が
あ
る
。『
私
記
』
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
自
ら
の
生
涯
の
関

心
の
中
心
に
つ
い
て
、「
自
分
の
生
涯
の
片
時
で
も
、
自
分
が
他
人
の
愛

情
に
値
す
る
よ
う
な
人
間
で
あ
り
得
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
非

常
に
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
私
は
、
そ
う
い
う
人
間
で
は
な
か
っ

た
と
思
う
。
私
は
い
つ
だ
っ
て
自
ら
の
問
題
に
没
頭
し
す
ぎ
て
い
た
」

（「
秋
」
第
五
章
）
と
言
い
、
社
会
問
題
に
際
し
て
も
「
世
界
の
た
め
に
新

し
い
経
済
機
構
を
計
画
し
よ
う
と
試
み
る
よ
り
も
、
自
分
自
身
の
考
え
を

整
頓
す
る
だ
け
で
も
実
は
精
一
杯
な
の
だ
」（「
秋
」
第
十
五
章
）
と
告
白

し
て
い
る
。
ま
た
、「
す
べ
て
の
苦
闘
と
苦
難
を
通
じ
、
私
は
常
に
現
在

よ
り
も
過
去
に
生
き
て
き
た
人
間
な
の
だ
」（「
春
」
第
十
七
章
）
と
い
う

文
章
は
、自
分
の
意
識
が
同
時
代
を
生
き
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
々
の
記
述
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
根

本
的
関
心
が
「
一
般
化
で
き
な
い
自
分
」
に
こ
そ
あ
り
、
そ
の
自
分
の
考

察
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
編
者
と
し
て
の
語

り
の
最
初
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

こ
の
記
録
が
一
般
に
公
に
す
る
つ
も
り
で
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は

明
瞭
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は
文
学
的
な
意
図
が
い
た
る

と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

（「
序
文
」）

一
般
に
公
開
し
な
い
の
に
文
学
的
意
図
が
あ
る
と
は
、
文
学
が
本
来
的
に

人
か
ら
人
へ
の
伝
達
媒
体
と
考
え
る
限
り
、
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
論
理
が
可
能
に
な
る
の
は
、
執
筆
の
主
目
的
が
「
読
者
に

読
ま
せ
る
た
め
の
執
筆
」
か
ら
「
自
分
が
書
く
た
め
の
執
筆
」
へ
と
、
も

は
や
移
り
変
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
執
筆

の
売
れ
行
き
は
、
気
に
な
っ
て
も
、
所
詮
は
二
次
的
な
も
の
に
な
る
。
そ

れ
よ
り
も
、
自
分
と
い
う
特
殊
な
現
象
を
記
録
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
く
側
の
た
め
の
文
学
と
い
う
余
剰
を
許

し
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
敵
で
あ
る
文
学
を
め
ぐ
る
商
業
主

義
や
、
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
出
版
産
業
の
発
達
と
い
う
、
皮
肉
な
基

盤
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

こ
う
し
て
世
紀
末
は
自
伝
的
執
筆
の
内
容
と
形
式
の
変
質
に
発
し
て
、

人
に
物
語
を
与
え
、
知
恵
を
授
け
、
教
え
る
文
学
か
ら
、
自
己
考
察
、
自

己
教
育
と
し
て
の
文
学
の
登
場
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
以
降
、
文
学
が

個
々
の
特
殊
性
に
こ
そ
意
義
を
見
出
し
、
二
十
世
紀
に
い
よ
い
よ
執
筆
す
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る
側
の
関
心
か
ら
の
文
学
へ
の
ま
な
ざ
し
が
一
般
化
し
、
重
要
な
主
題
と

な
る
、
そ
の
黎
明
に
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
祖
で
あ
れ
ば
、

ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
が
自
ら
文
壇
で
相
応
の
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
こ
と
に

は
必
然
的
な
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註（
1
）Jerom

e
H

am
ilton

B
uckley,

Season
of

Y
outh:

T
he

B
ildungsrom

an

from
D

ickens
to

G
olding

(C
am

bridge,M
A

:H
arvard

U
P,1974).

（
2
）
こ
の
他
、
ブ
ロ
ン
テ
は
実
話
体
験
を
小
説
化
し
た
の
だ
と
ギ
ャ
ス
ケ
ル
が

主
張
す
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
や
『
教
授
』、

『
ヴ
ィ
レ
ッ
ト
』
よ
り
も
、『
シ
ャ
ー
リ
ー
』
を
特
に
そ
の
代
表
的
な
例
と
扱

っ
て
い
る
。

（
3
）
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
い
う
作
家
に
対
し
て
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
示
す
関
心
の
強
さ
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
フ
ォ

ー
ス
タ
ー
の
伝
記
を
通
じ
て
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
人
生
に
関
心
を
強
く
持
っ
た
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
関
心
は
、『
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
「
デ
ィ
ケ
ン
ズ

伝
」』（
一
九
〇
三
年
）
を
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
著
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
『
不
滅
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
』（
一
九
二
五
年
）
で
は
、

ギ
ッ
シ
ン
グ
が
小
説
を
執
筆
中
に
時
折
拾
い
読
み
を
す
る
座
右
の
書
と
し
て

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
『
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
生
涯
』（
一
八
七
一
〜
七

六
年
）
を
挙
げ
、
こ
の
書
が
創
作
中
の
想
像
力
と
意
思
と
を
支
え
て
く
れ
た

と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
（
第
一
章
）。
つ
ま
り
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
中

で
、
実
人
生
の
出
来
事
を
照
ら
し
出
す
小
説
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
倣
う
上
で
、

こ
の
書
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の

語
り
を
通
じ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
人
生
の
あ
り
方
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
人

生
が
ど
う
描
か
れ
る
べ
き
か
と
い
う
関
心
を
作
り
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
4
）S

igm
und

F
reud,

A
n

A
utobiographical

Study,
trans.

Jam
es

S
trachey

(1925;L
ondon:H

ogarth,1936)
36.

（
5
）
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ガ
ラ
テ
ィ
は
、
そ
の
批
評
の
中
で
、
伝
記
や
自
伝
に
記

述
さ
れ
る
内
容
が
、
歴
史
的
事
実
と
別
質
な
人
物
に
つ
い
て
の
真
実
を
含
ん

で
い
る
と
説
明
し
、
そ
の
点
を
む
し
ろ
重
視
し
て
い
る
。John

G
arraty,

T
he

N
ature

ofB
iography

(L
ondon:C

ape,1958)
8.

（
6
）K

org
158,

G
oode

135,
and

B
ernard

B
ergonzi,

introduction,
N

ew

G
rub

Street,by
G

eorge
G

issing
(H

arm
ondsw

orth:Penguin,1976)
10.

（
7
）Jacob

K
org

and
C

ynthia
K

org,“N
ote

to
a

L
etter,G

issing”
in

G
eorge

G
issing

on
F

iction
20.

（
8
）
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
と
い
う
一
人
物
の
中
に
あ
る
分
裂
は
、
例
え
ば
、
先
に
引

用
し
た
若
者
に
文
学
と
そ
の
苦
行
を
け
し
か
け
る
と
い
う
「
犯
罪
」
を
、「
夏
」

第
二
十
一
章
で
は
自
ら
犯
し
て
い
る
辺
り
な
ど
、
無
数
の
内
部
矛
盾
に
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
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