
戦
後
に
活
耀
し
た
俳
人
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て、
阿
部
完
市
は、
《
ロ
ー
ソ
ク
も
つ
て

み
ん
な
は
な
れ
て
ゆ
き
む
ほ
ん》、
《
た
と
え
ば一
位
の
木
の
い
ち
い
と
は
風
に
揺
ら
れ

る》、
《
ほ
ん
と
う
に
や
ま
め
か
る
く
て
か
く
れ
て
く
に》
と
い
っ
た
句
に
み
ら
れ
る
と
お

り、
そ
の
独
特
の
韻
律
の
も
と
に、「
写
生」
と
は
異
な
る
ひ
と
つ
の
俳
風
を
な
し
た(1)。

そ
の
完
市
の
俳
論
に、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
と
題
さ
れ
た一
篇
が
あ
る。
こ
の
論

は、
一
九
七
0
年
（
昭
和
四
五
年）
一
0
月
の
『
俳
句
研
究』
を
初
出
と
し、
そ
の
後、

一
九
七
五
年
（
昭
和
五
0
年）
に
出
版
さ
れ
た
著
者
の
俳
論
集、
『
俳
句
幻
形』
に、
は

じ
め
の一
篇
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る。

完
市
の
論
は、
俳
句
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
理
論
的

文
章
の
ひ
と
つ
と
し
て
特
筆
に
値
す
る
が、
そ
の
術
語
の
用
法
が
や
や
特
異
な
こ
と
や、

断
章
形
式
の
記
述
ゆ
え
に、
そ
の
理
路
に
は
捉
え
に
く
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い。
本
論

は、
ま
ず
完
市
の
論
に
お
け
る
主
だ
っ
た
語
の
定
義
と
運
用
を
た
ど
り
な
が
ら、
そ
の
手

続
き
を
通
じ
て、
完
市
の
論
に
お
け
る
内
的
な
論
理
を
再
構
成
す
る。
後
述
す
る
と
お
り、

(1)
句
は、
阿
部
『
絵
本
の
空』、
ニ―
0
頁、
お
よ
び、
阿
部
『
春
日
朝
歌』、
―一
七
五
頁、

お
よ
び
阿
部
『
軽
の
や
ま
め』、
四
八
四
頁
に
よ
る。

は
じ
め
に

福
田
浩
之

阿
部
完
市
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」

言
葉
と
の
葛
藤

に
み
る一
句
の
生
成

2
)

阿
部
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
几
頁。

「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
は、
部
分
的
に
論
理
の
飛
躍
が
見
受
け
ら
れ
る。
論
理
の

再
構
成
は、
こ
の
飛
躍
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
に
な
る。
こ
の
飛
躍
を、
そ
の
後
の
完
市
の

俳
論
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り、
完
市
の
俳
論
の
展
開
が
把
握
さ
れ
る
と
と
も

に、
そ
の
内
的
な
整
合
性
を、
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。

一
、
イ
メ
—
ジ
と
リ
ア
リ
テ
ィ

完
市
の
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
は、
ま
ず
〈
知
覚〉、
〈
表
象〉、
〈
イ
メ
ー
ジ〉
の

三
つ
の
概
念
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る。
は
じ
め
に
提

示
さ
れ
る
の
は、
知
覚
と
は
何
か、
と
い
う
こ
と
だ。

い
ち
ま
い
の
葉
を
見
る。
視
つ
め
る。
そ
の
大
き
さ、
色
彩、
厚
さ、
そ
の
璽
さ、

手
ざ
わ
り、
縁
の
形
状、
な
ど
を
視
つ
め
る。
は
っ
き
り
見
え
て、
そ
れ
は
生
き
生

き
と
し
て、
つ
ね
に
同
じ
に、
私
の
前
に
あ
り、
そ
の一
瞬一
瞬
を
変
え
る
こ
と
が

な
い。
こ
れ
が
視
覚
で
あ
り、
〈
知
覚〉
の一
例
で
あ
る。
知
覚
は、
実
体
的
で
あ

り、
客
観
性
を
有
し、
一
定
の
輪
廓
を
も
ち、
そ
の
細
部
を
保
持
し、
観
察
す
る
も

の
の
主
観
に
左
右
さ
れ
な
い。
知
覚
は、
完
全
で
あ
り、
つ
ね
に
外
か
ら
私
に
与
え

ら
れ
て
い
る。
(2)

知
覚
は、
こ
こ
で、
一
般
に
は
し
ば
し
ば
「
現
実」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
ら
と
璽
な
り

あ
っ
て
い
る
ふ
う
に
読
め
る。
知
覚
は、
「
私」
に
対
し
て、
外
来
の
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
お
り、
「
私」
の
主
観
に
左
右
さ
れ
な
い
確
か
さ
と
完
全
さ
を
有
す
る
と
さ

れ
る。
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つ
づ
け
て
書
か
れ
る
の
は、
表
象
と
は
何
か、
と
い
う
こ
と
だ。

「
あ
の
葉
を
思
え、
こ
の
葉
を
思
え」
と、
い
ま
言
わ
れ
た
と
き、
私
は
「
葉」
を

思
う。
菓
っ
ぱ
を
思
う。
あ
ん
な
色
で、
こ
ん
な
色
で、
葉
っ
ぱ
は
薄
っ
ぺ
ら
だ
な、

い
や一
寸
ぼ
っ
て
り
し
た
の
も
あ
る
な。
緑
色
だ、
そ
の
は
ず
だ、
枝
に
鈴
の
よ
う

に
つ
い
て
さ
ら
さ
ら
と
鳴
っ
て
い
る
な。
こ
れ
が
「
葉」
に
つ
い
て
の
〈
表
象〉
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る。
表
象
は、
模
造
的
で、
不
定
の
輪
廓
を
も
っ
て、
細
部
は

部
分
的
に
し
か
分
明
で
な
い。
表
象
は、
浮
動
し、
溶
け
去
り、
た
え
ず
新
た
に
産

出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
意
志
に
左
右
さ
れ、
任
意
に
生
ぜ
し
め
ら
れ、
変
化
せ
し

め
得
る。
そ
し
て、
能
動
性
の
感
を
与
え、
結
局
は、
知
覚
の
ご
と
く
完
全
で
は
な

く、
不
完
全
で
あ
る。
(3)

知
覚
が
し
ば
し
ば
「
現
実」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば、

表
象
の
ほ
う
は
し
ば
し
ば
「
想
像」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る。
表

象
は
「
私」
の
意
志
に
左
右
さ
れ、
「
私」
に
「
能
動
性
の
感
を
与
え」
る
よ
う
な
か
た

ち
で
た
え
ず
「
産
出」
さ
れ
る
が、
そ
う
し
た
性
質
の
裏
返
し
と
し
て、
知
覚
と
は
逆
に

不
完
全
に
と
ど
ま
る。
知
覚
が
外
来
の
も
の
だ
と
す
れ
ば、
表
象
は
内
発
の
も
の
だ
と
い

え
る。そ

れ
で
は、
イ
メ
ー
ジ
と
は
何
か。
そ
れ
は
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か。

〈
イ
メ
ー
ジ〉
は、
心
象
と
訳
さ
れ、
ま
た
像
と
も
い
わ
れ
る。
そ
し
て、
こ
れ
は

上
述
の
表
象
に、
む
し
ろ、
ひ
ど
く
近
く
位
置
し、
「
感
覚
の
あ
と
に
の
こ
さ
れ
る

(3)
同
前、
九
'
1
0
頁。

(4)
同
前‘
1
0
頁。

(5)
同
前、
一
―
'
―
二
頁。

(6)
「
思
い
浮べ
た
も
の
で，
感
覚
的
性
質
を
も
つ
も
の．
富
士
山
を
思
い
浮べ
る
と
き
〈
知

も
の」
で
あ
り、
そ
れ
は
知
的
心
理
操
作
で
は
な
く、
情
動
作
業
の
ひ
と
つ
に
近
い

と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る。
(4)

こ
こ
ま
で
の
流
れ
か
ら
し
て
も、
イ
メ
ー
ジ
が
知
覚
よ
り
も
表
象
の
側
に
近
い
と
さ

れ
る
こ
と
に
は、
大
き
な
驚
き
は
な
い
だ
ろ
う。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は、
イ

メ
ー
ジ
が
感
覚
の
余
韻
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ、
知
的
で
あ
る
よ
り
も
む
し

ろ
情
動
的
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
だ。
完
市
は、
次
の
と
お
り、
心
理
学
者
の
宮
城
音

弥
の
言
葉
を
文
中
に
引
用
し
て
い
る。

「
思
い
浮
か
べ
た
も
の
で、
感
覚
的
性
質
を
も
つ
も
の。
富
士
山
を
思
い
浮
か
べ
る

と
き
『
知
覚』
ほ
ど
生
き
生
き
し
て
い
な
い
が、
あ
の
形、
峰
に
つ
も
っ
た
雪
な
ど

が
あ
ら
わ
れ
る。
こ
れ
が
富
士
山
の
『
心
像』
で
あ
る」
（
宮
城
音
弥）
と
書
か
れ

て
い
る。
(5)

完
市
は
書
誌
を
詳
ら
か
に
示
し
て
は
い
な
い
が、
宮
城
音
弥
編『
岩
波
小
辞
典

心
理

学』
の
「
心
像
H央
i
mage]」
の
項
に、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
文
面
が
み
て
と
れ
る(6)。

こ
の
俳
論
に
お
い
て、
完
市
は、
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
概
念
を、
同
時
代
の
心
理
学
的
な

知
見
に
基
づ
い
て
提
示
し
て
い
る。
こ
の
こ
と
は、
知
覚
を
外
来
の
も
の
と
す
る一
方
で、

表
象
を
内
発
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
や、
表
象
と
イ
メ
ー
ジ
と
を
ご
く
近
い
概
念
と

捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
関
わ
る。
『
岩
波
小
辞
典

心
理
学』
は、
「
知
覚」
は
「
外
部
の

物
事
（
情
況
や
そ
の
変
化）
を
感
官
を
通
し
て
つ
か
む
は
た
ら
き」
だ
と
し
た
う
え
で、

こ
れ
と
「
表
象」
と
の
違
い
を、
「
表
象
は
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り，
主
観
性
を
も
ち，
内
部

覚〉
ほ
ど
生
き
生
き
と
は
し
て
い
な
い
が，
あ
の
形，
峰
に
つ
も
っ
た
雪
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
る．

こ
れ
が
宮
士
山
の
〈
心
像〉
で
あ
る」
（
宮
城
編
『
岩
波
小
辞
典

心
理
学』、
九一一
頁）。
な

お、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
の
初
出
時
に
完
市
が
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
最
新
の

版
は、
一
九
六
五
年
の
第一一
版
だ
っ
た。
本
論
で
は
そ
の
版
を
参
照
し
て
い
る。
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的
で，
外
の
空
間
に
現
れ
ず，
知
覚
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し
た
，
感
性
的
新
鮮
さ、
（
ヤ

ス
ペ
ル
ス）
を
も
っ
て
い
な
い」
と
説
明
し
て
い
る
(

7
)。
ま
た、
一
九
七一
年
（
昭
和

四
六
年）
に
刊
行
さ
れ
た
園
原
太
郎、
柿
崎
祐一
、
本
吉
良
治
監
修
の
『
心
理
学
辞
典』

に
よ
れ
ば、
「
心
像」
は
「
広
義
の
表
象
の一
部
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る。
狭
義
の

表
象
あ
る
い
は
観
念
と
は，
心
像
の
ほ
う
が
よ
り
具
体
性
あ
る
い
は
直
観
性
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
区
別
さ
れ
る」
(

8
)。
な
お、
『
岩
波
小
辞
典

心
理
学』
に
お
い
て
は、

「
心
像」
は
「
表
象
と
同
じ」
と
さ
れ
て
い
る
(

9
)。

『
俳
句
幻
形』
の
著
者
略
歴
に
あ
る
と
お
り、
完
市
は、
精
神
科
医
を
生
業
と
し
て
い

た。
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
お
い
て、
術
語
が
心
理
学
的
な
も
の
と
し
て
運
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
も、
こ
の
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う。
た
と
え
ば、
完

市
の
第
二
句
集
『
証』
に
は
「
L.
s.
D
の
枇
界」
と
題
さ
れ
た
作
品
群
が
収
め
ら
れ

て
い
る(10)。
こ
れ
ら
は、
一
九
六
0
年
（
昭
和
三
五
年）
前
後
に、
自
ら
の
L
S
D
体

験
の
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
る(11)。
こ
の
作
品
群
に
つ
い
て、
完
市
は

『
絶
対
本
質
の
俳
句
論』
に
お
い
て、
次
の
と
お
り
述
懐
し
て
い
る。

私
は、
L
S
D
投
与
に
よ
る
「
自
己」
の
変
化
を
自
ら
体
験
し
た
い
と
思
っ
た。

ま
た一
精
神
科
医
と
し
て
こ
の
L
S
D
と
い
う
物
質
が
精
神
と
い
わ
れ
る
も
の
を

全
体・
ま
る
ご
と・
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
で
変
化
せ
し
め
て
し
ま
う
も
の
な
の
か、
あ

る
い
は
意
識
と
い
わ
れ
る
人
間
存
在
の
ご
く
ご
く
基
本
的
な
部
分
を
撰
択
的
に
変

容
せ
し
め
る
も
の
な
の
か、
を
知
り、
確
か
め
た
い
と
思
っ
た。

そ
し
て、
こ
の
こ
と
が
「
俳
句」

自
ら
が
「
俳
句」
を
作
す、
成
就
す
る
こ

(7)
同
前、
一
二
四＇
―
二
五
頁。

(8)
園
原
ほ
か
監
修
『
心
理
学
辞
典』、
―1
0
0
頁。

(9)
宮
城
編
『
岩
波
小
辞
典

心
理
学』、
九
二
頁。

(
10)
阿
部
『
証』、
一
三
二
'
-
四
四
頁。

(
1
1)
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』
の
年
譜
に
よ
れ
ば、
完
市
の
L
S
D
体
験
に
と
も
な
う
作
句

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り、
完
市
に
と
っ
て
は、
精
神
科
医
と
い
う
生

業
が
俳
旬
の
創
作
を
考
え
る
こ
と
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た。
俳
論
に
お
い
て、
心
理
学

の
術
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も、
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い。

さ
て、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
の
完
市
は、
さ
ら
に、
情
動
的
な
も
の
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
概
念
を、
言
葉
と
い
う
媒
体
に
引
き
寄
せ
て、
つ
ぎ
の
と
お
り
捉
え
な

〈
イ
メ
ー
ジ〉
は、
言
葉
の
微
光
で
あ
る。
イ
メ
ー
ジ
と
は、
言
菓
と
言
葉
と
の
衝

撃
の
発
火
で
あ
る。
だ
か
ら、
そ
れ
は、
か
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
な
く、
明
瞭
で

な
く、
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い。
ひ
と
つ
の
思
い
に
近
く
て、
ひ
と
つ
の
か
た
ち

に、
そ
の
色
と
動
き
と、
そ
れ
に
人
間
の
情
動、
気
分
と
を
加
え
た一
定
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
で
あ
り、
ゆ
ら
め
き
で
あ
る。
(
1

3
)

「
か
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
な
く、
明
瞭
で
な
く、
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い」
と
い

う
点
に、
完
市
が
イ
メ
ー
ジ
と
表
象
の
近
似
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う。

加
え
て、
イ
メ
ー
ジ
は、
言
葉
と
言
葉
と
の
衝
撃
が
も
た
ら
す一
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し

て
再
定
義
さ
れ
る。
完
市
は、
こ
こ
か
ら、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
俳
句
の
生
成
に
か
か
わ
る

主
題
と
し
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る。

の
試
み
は、
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
年）
の
こ
と
と
さ
れ
る
（
阿
部
編
「
阿
部
完
市
年
譜」、

五
二
二
，
五
ニ―云一
頁）。
し
か
し、
『
証』
に
は、
「
L.
s•
D
の
世
界」
の
作
品
群
は一
九

六
0
年
（
昭
和―――
十
五
年）
の
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る。

(
1

2
)

阿
部
『
絶
対
本
質
の
俳
句
論』、
六
六
頁。

(
1

3
)

阿
部
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
一
0
頁。

お
す。 と

に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
知
り
た
か
っ
た。
(
1

2
)
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(
1
4)
 

(
1
5
)
 

(
1
6
)
 

同
前、

同
前、

同
前、

1
0
頁。

1
0
頁。

―
一
頁。

1

7
)
 

1

8
)
 

同
前、

同
前、
-
O'
―
一
頁。

―
一
頁。

[
原
文
マ
マ
]

そ
し
て、
こ
の
ニ
ュ
モ
ン
ス
を、
ゆ
ら
め
き
を、
そ
の
不
完
全
性
を
書
き、
本
来
的

に
あ
る
人
間
の
精
神
作
業
の
不
安
定
さ

不
安

を
定
着
さ
せ
る
作
業。
こ

な

れ
が一
句
を
作
す、
創
る、
と
い
う
こ
と
に
な
る。
(
1
4
)

一
句
を
創
作
す
る
と
い
う
こ
と
は、
不
完
全
な
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
書
く
こ

と
に
よ
っ
て、
そ
こ
に
人
間
の
不
安
を
定
着
さ
せ
る
作
業
だ
と
い
う
こ
と
だ。
不
安
定
な

も
の
が、
告
く
こ
と
に
よ
っ
て、
定
着
さ
れ
る。
肝
心
な
の
は、
こ
の
定
着
と
い
う
こ
と

だ。
完
市
は、
こ
こ
ま
で
の
こ
と
を、
次
の
と
お
り
ま
と
め
て
い
る。

イ
メ
ー
ジ
と
は、
存
在
の
ひ
ら
め
き
で
あ
り、
気
分
で
あ
り、
は
ぐ
ら
か
し
で
あ
り、

だ
ま
く
ら
か
し
で
あ
っ
て、
そ
れ
を
吾
き
切
る
こ
と、
そ
の
不
穏
と
微
動
と
を
書
き

切
っ
た
と
き
に
生
成
さ
れ
る一
種
の
た
し
か
ら
し
さ

リ
ア
リ
テ
ィ

、
そ

れ
を
吾
き
切
る
こ
と、
そ
れ
が一
句
を
書
き、
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

(
1
5
)
 

情
動
的
な
も
の
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は、
そ
れ
自
体
で
は
不
完
全
な
ゆ
ら
め
き
だ。
し

か
し、
だ
か
ら
こ
そ、
そ
れ
は
人
間
の
精
神
作
業
の
不
安
定
さ
を
表
現
し
う
る。
そ
の
よ

う
に
し
て、
そ
れ
は
人
間
の
存
在
に
関
わ
る。
た
だ
し、
そ
れ
は、
言
菓
と
言
葉
と
の
関

係
の
う
ち
に
生
じ
る
も
の
で
も
あ
る。
し
た
が
っ
て、
そ
れ
は
言
葉
の
連
な
り
の
う
え
に

曹
き
切
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
れ
を
曹
き
切
る
と、
そ
こ
か
ら、
不
安
定
な
イ
メ
ー
ジ
は、

一
種
の
た
し
か
ら
し
さ
を
持
つ
よ
う
に
な
る。
そ
の
た
し
か
ら
し
さ
が、
こ
こ
で
は
リ
ア

リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
る。
一
旬
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は、
要
す
る
に、
イ
メ
ー

ジ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る。

と
こ
ろ
で、
こ
こ
で
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は、
写
実
主
義
的
な
意
味
に
お
け
る
そ
れ
と、

ど
の
程
度
ま
で
合
致
す
る
も
の
だ
ろ
う
か。

そ
こ
に
あ
る
も
の、
具
体
的
に、
そ
こ
に
あ
る
木、
枝、
家、
窓
な
ど
の
風
物、
臨

場
感、
懐
旧、
不
安、
悲
哀、
感
傷
な
ど
の
心
象、
情
動
を、
そ
の
ま
ま
に
書
く。

正
直
に、
私
は、
枝
を
揺
す
り
過
ぎ
る
風、
か
つ
て
の
或
る
日
の
或
る
時
刻
で
の
悲

傷
の
風
な
ど
を、
ひ
と
つ
ひ
と
つ、
一
言一
言、
書
い
て
み
る。
そ
こ
に、
ひ
と
つ

の
い
か
に
も
「
…
…
ら
し
い」
世
界
が
曹
き
止
め
ら
れ
る。
ひ
と
つ
の
情
動
的
予
定

に
従
っ
て
の一
心
象
風
晟
が
書
か
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る。
イ
メ
ー
ジ
は、
ひ
と
つ

の
壽
か
れ
た
言
菓、
そ
の
言
菓
の
連
続
を、
配
置
と
数
と
リ
ズ
ム
な
ど
に
よ
っ
て、

生
き
る
よ
う
に
な
る。
そ
し
て、
そ
こ
に、
作
者
が
生
き、
作
品
と
名
づ
け
ら
れ
る

も
の
が
生
ま
れ
出
て
く
る。
そ
し
て、
こ
れ
が
第一
歩
で
あ
る。
素
材
に
密
着
し
て

い
る

素
材
に
直
接
支
配
さ
れ
て
い
る
段
階
で
の

ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
形

成
で
あ
る。
(
1
6
)

こ
の一
節
を
読
む
か
ぎ
り、
完
市
は、
「
い
か
に
も
「
…
…
ら
し
い」
世
界」
と
い
う

表
現
に
お
い
て、
写
実
主
義
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も、
ひ
と
ま
ず
は一
種
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
し
て
認
め
て
い
る
か
に
も
思
え
る。
た
し
か
に、
「
ひ
と
つ
の
思
い
を、
ひ
と
つ
の
感

動
を
書
き
つ
け
る
と
き、
私
達
は
素
材
を
必
要
と
し、
素
材
を
利
用
す
る」
(

1

7
)。
「
風
の

流
れ
方、
そ
の
方
向、
そ
の
風
の
中
に
居
る、
あ
る
い
は、
在
る
も
の
に
よ
っ
て、
そ
の

感
じ
て
い
る
風
の
こ
と
を
書
こ
う
と
す
る」
こ
と、
そ
れ
を
「
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
く

な
る」
こ
と
は、
「
俳
旬
の
動
機
で
あ
り、
俳
旬
へ
の
意
志
で
あ
り、
生
き
て
い
る一
っ

の
証
拠
固
め
で
あ
る」
に
は
違
い
な
い
(
1

8
)。
た
だ
し、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
第一
歩」
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(19)
 

(2o)
 同
前、

同
前、
一
四
頁。

一
四
頁。

「

ら
し
い」
世
界
は、
あ
く
ま
で
も
第一
歩
で
あ
り、
は
じ
め
て
で
あ
り、
そ

れ
ゆ
え
に、
ま
だ
存
在
で
は
な
く、
完
結
で
は
な
い。
「

ら
し
く」
書
く
こ
と、

あ
な
た
と
私
の
相
言
葉
で
あ
る
言
葉、
た
だ
の
交
渉
の
た
め
に
あ
る
言
葉、
あ
な
た

と
私
と
の
双
方
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
言
葉、
そ
の
言
葉
で
は
イ
メ
ー
ジ
は
書

き
切
れ
な
い。
(19)

完
市
は、
こ
の
こ
と
を、
端
的
に
「
イ
メ
ー
ジ
は、
相
言
菓
で
は
な
い」
と
表
現
し
て

い
る(2o
)。
作
者
と
読
者
が
分
か
り
あ
え
る
よ
う
に、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
言
菓
に

よ
っ
て
書
い
て
い
る
か
ぎ
り
は、
イ
メ
ー
ジ
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い。
だ
か
ら、
完

市
に
と
っ
て、
作
品
は、
素
材
に
直
接
支
配
さ
れ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
も
す
で
に
生
ま

れ
出
て
く
る
が、
生
ま
れ
出
る
ま
ま
に
完
成
す
る
こ
と
は
な
い。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の

形
成
は、
い
ま
だ
素
材
に
直
接
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て、
相
対
化
さ
れ
て
い
る。

完
市
は、
イ
メ
ー
ジ
を
書
く
と
い
う
こ
と
を、
次
の
と
お
り一
般
化
す
る。

イ
メ
ー
ジ
を
書
く、
と
い
う
こ
と
は、
実
は、
自
ら
の
情
念
を、
自
ら
の
不
安
定
を、

自
ら
の
存
在
の
微
光
を、
自
ら
の
不
安
を
述
べ、
書
い
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る。
そ
の

こ
と
を
書
き
切
る
こ
と、
そ
の
こ
と
を、
ま
ず
自
ら
に、
あ
る
確
定
を
与
え
る
こ
と、

告
く
こ
と
に
よ
っ
て、
そ
れ
が
ま
ず
作
者
に
確
実
に
在
る
よ
う
に
す
る
こ
と、
書
か

れ
切
っ
た
そ
の
と
き、
ひ
と
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
所
有
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と。
そ

れ
が
イ
メ
ー
ジ
の
完
成
で
あ
り、
一
句
の
形
成
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
(21)

に
す
ぎ
な
い。

21)
 

22)
 

二、

同
前、

同
前、
―
二
頁。

一
五
頁。

こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
完
成
の
た
め
に
は、
素
材
の
支
配
を
抜
け
出
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。
だ
か
ら、
そ
れ
は一
般
的
な
「
写
生」
と
は
断
固
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い。

イ
メ
ー
ジ
の
浮
遊
性
と
非
完
結
性
を
直
視
し
な
い
で、
素
材
か
ら
演
繹
的
に
分
析

的
に、
あ
り
方
を、
視
覚、
聴
覚
を
と
お
し
て、
ぬ
り
絵
に
彩
色
す
る
ご
と
き、
常

凡
の
写
生
は、
一
句
を
作
し
得
な
い。
そ
れ
は、
五
七
五
と
季
語
な
ど
を
纏
っ
て
い

る
だ
け
の、
ひ
と
つ
の
屍
だ。
そ
こ
に
は、
呼
吸
と
い
う、
生
と
い
う、
ひ
と
つ
の

イ
メ
ー
ジ
の
生
体
が
あ
り
得
な
い0
(22)
 

し
か
し、
素
材
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も、
「
写
生」
と
は
区
別
さ
れ
る
創
作
と
は、
ま

た、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
句
と
は、
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か。
こ
の
間
い
に
答
え
る

た
め
に
は、
こ
れ
以
上、
い
た
ず
ら
に
理
論
ば
か
り
を
な
ぞ
っ
て
い
く
わ
け
に
も
い
か
な

い。
次
章
で
は、
完
市
が
こ
の
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
お
い
て
再
現
し
て
い
る
具

体
的
な
創
作
の
過
程
を
精
査
し
て
い
く。

一
句
の
生
成

完
市
は、
イ
メ
ー
ジ
を
知
覚
よ
り
も
表
象
に
近
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で、

一
句
を
書
く
と
い
う
こ
と
を、
元
来
不
安
定
な
イ
メ
ー
ジ
を
言
菓
の
連
な
り
に
定
着
さ

せ
る
こ
と
を
通
じ
て、
そ
れ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え、
自
己
の
情
動
を
表
現
す
る
こ
と
だ

と
捉
え
て
い
た。
本
章
で
は、
つ
づ
け
て、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
示
さ
れ
て
い

る
例
を
も
と
に、
そ
の
具
体
的
な
生
成
の
過
程
を
検
討
し
て
い
く。
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(23)
 同
前、

と
は
い
え、
こ
の
完
市
の
論
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
句
は、
た
だ一
句
だ

け
だ。
こ
の
論
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
俳
句
は、
ほ
か
に
は一
句
も
な
い。
そ
の
句
は、

次
の
と
お
り、
風
を
見
る、
と
い
う
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る。

風
を
見
る、
風
を
見
て
い
る。
私
は
ど
う
し
て
見
て
い
る
の
か、
風
の、
ま
た、

風
に
よ
っ
て
の
周
囲
の
状
況
の
変
化、
木
々
の
小
枝
の
ざ
わ
め
き、
葉
の
揺
れ、
色

の
変
転、
影
の
動
揺
な
ど
を
見
る
の
で
は
な
い。
た
だ、
風
を
見
る、
風
を
見
て
い

る、
と
い
う
こ
と、
む
し
ろ、
風
と
い
う、
自
ら
の
中
の
風
と
い
う
言
葉
と、
そ
の

言
葉
の
機
能
を
見
て
い
る、
そ
ん
な
事
態。
そ
れ
以
上
の
単
純
さ
の
在
り
よ
う
が
な

い
心
の
あ
り
さ
ま、
風
を
見
る、
風
を
見
て
い
る
こ
と。
そ
れ
を
心
の
中
に、
私
の

中
に
か
っ
き
り
と
あ
ら
し
め
た
い。
私
の、
風
を
見
る
こ
と
を、
私
の
心
の
中
に
定

め
た
い。
イ
メ
ー
ジ
を
壽
き、
よ
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て、
ゆ
ら
め
き
動
き、

形
と
し
て
不
安
で
あ
り、
無
色
で
あ
る、
そ
の
こ
と
を
た
し
か
め
て
置
き
た
い。

「
風
を
見
る」
と
壽
き、
つ
ぎ
に、
な
に
を
書
く
か、
今、
目
の
前
に
ゆ
れ
動
い

て
い
る
も
の
よ
り
も
確
か
な
も
の、
私
に
と
っ
て
よ
り
私
の
心
の
も
の
と
し
て
の

確
定
的
な
も
の、
を
探
す。
探
す
た
め
に
書
く、
言
葉
と
し
て、
私
の
在
り
方
の
隙

間
か
ら
洩
れ
出
て
く
る
言
葉
を
壽
く、
い
ろ
い
ろ
書
く。
風、
吹
く、
見
え
る、
風

立
つ、
き
れ
い
に
吹
く、
淋
し
く
吹
く、
林
が
動
く、
信
州、
野
分、
風
が
曲
る、

道
を
吹
く。
見
る、
ふ
ら
り
と
立
っ
て
見
入
る。
手
に
も
っ
て
見
る、
ぶ
ら
さ
げ
て

み
る。
風
を
見
る、
ぶ
ら
さ
げ
て
み
る。
「
風
を
見
る、
ぶ
ら
さ
げ
て
見
る」、
こ
の

と
き、
ひ
と
つ
の
質
感、
な
に
か
の
影
が
私
に
見
え
る。
イ
メ
ー
ジ
が
ち
ら
り
と
形

を
見
せ、
残
り
た
い、
在
り
た
い、
と
言
う。
私
は、
そ
の
言
葉
を
信
用
す
る。
つ

づ
い
て
書
く、
ぶ
ら
さ
げ
る、
紐、
人
間
の
絆、
悪
心、
嘔
気
な
ど、
ぶ
ら
さ
げ
る、

き
れ
い
に
ぶ
ら
さ
げ
る。
も
の、
命
名
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
な
に
か
が
手
に
あ
る。

―
二
↓
――――
頁。

2
4)

 

阿
部
『
に
も
つ
は
絵
馬』、
二
五一云一
頁。

風
を
見
る
き
れ
い
な
合
図
ぶ
ら
さ
げ
て

阿
部

な
に
か、
風
の
な
に
か
ら
し
い。
信
号
だ、
風
へ
の
知
ら
せ
だ、
風
か
ら
の
知
ら
せ

だ。
風
の
合
図
だ、
私
の
合
図
だ、
き
れ
い
な
合
図
だ。
そ
し
て、
私
が、
こ
こ
に

在
る
よ
う
だ。
在
る
こ
と
が
で
き
る。
ふ
し
ぎ
に
在
る。
き
れ
い
な、
合
図
を
ぶ
ら

さ
げ
て、
風
を
見
て
い
る。
そ
れ
が、
い
ま、
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
だ。
風
の
中

に
在
る、
私、
だ。

完
市(23)

こ
の
句
は、
完
市
の
第
四
句
集、
『
に
も
つ
は
絵
馬』
に、
《
風
を
み
る
き
れ
い
な
合
医

ぶ
ら
さ
げ
て》
と
い
う
か
た
ち
で、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年）
の
作
と
し
て
収
め
ら

れ
て
い
る

(
2
4)。
論
を
書
く
に
あ
た
っ
て、
近
作
の
な
か
か
ら
例
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う。
完
市
は、
論
を
書
き
な
が
ら一
句
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い。
あ
く
ま
で、
創

作
過
程
を
思
い
返
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い。

と
は
い
え、
創
作
の
な
り
ゆ
き
を
示
し
た
う
え
で、
一
句
を
そ
の
あ
と
に
示
す
と
い
う

順
序
は、
た
ん
に
思
考
の
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
る。
こ
の
提
示
の
順

序
に
よ
っ
て、
句
に
先
立
っ
て
置
か
れ
た一
連
の
く
だ
り
は、
一
句
の
解
説
と
は
区
別
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ。

イ
メ
ー
ジ
は、
ま
た
内
容
で
は
な
い。
イ
メ
ー
ジ
は
説
明
で
は
な
い。
イ
メ
ー
ジ
は、

形
を
象
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で、
直
観
の
は
る
か
う
し
ろ
を
走
っ
て
い
る
説
明、
分

析
と
い
っ
た
も
の
の
作
業
か
ら
得
ら
れ
る
散
文
様
の
も
の
で
は
な
い。
散
文
的
な

説
明、
蛇
足
を
全
く
必
要
と
し
な
い
で、
表
現
と
直
接
に、
密
接
に
結
合
し
て、
ひ

と
つ
の
思
い
の
確
実
さ
で
あ
り、
本
来
的
な
開
示
作
用
を
所
有
し
て
い
る、
説
明
に
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(2
5)
阿
部
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
一
五
頁。

一
句
の
な
り
た
ち
を
説
く一
連
の
言
葉
は、
し
た
が
っ
て、
そ
の
句
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の

も
の
を
打
ち
明
け
る
も
の
で
は
な
い。
あ
く
ま
で、
は
じ
め
は
ふ
た
し
か
な
イ
メ
ー
ジ、

移
ろ
い
や
す
い
不
確
か
な
イ
メ
ー
ジ
が、
言
葉
に
よ
っ
て
定
着
し、
作
者
に
と
っ
て
ひ
と

つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
ま
で
の
過
程
を、
外
観
と
し
て
な
ぞ
っ
た
も
の
に
す
ぎ

な
い。
「
風
を
見
る」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、
「
き
れ
い
な
合
図」
と
は
何
か、
と
い
っ

た
こ
と
は、
句
の
あ
と
で
は
す
べ
て
偽
の
も
の
に
な
る。
一
句
は、
そ
れ
と
し
て
成
っ
て

し
ま
え
ば、
あ
と
は
《
風
を
見
る
き
れ
い
な
合
図
ぶ
ら
さ
げ
て》
と
い
う
言
菓
の
連
な
り

が
喚
起
す
る
ひ
と
つ
の
「
ニ
ュ
ア
ン
ス」
以
上
の
も
の
を
伝
え
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ。

右
の
こ
と
を
踏
ま
え
て、
こ
こ
か
ら
は、
完
市
が
ど
の
よ
う
に
創
作
過
程
を
文
章
に
再

現
し
て
い
る
か、
た
ど
り
な
お
し
つ
つ、
確
か
め
て
い
く。

ま
ず、
「
風
を
見
る、
風
を
見
て
い
る」
と
い
う
行
為、
状
況
が、
主
題
と
し
て、
何

か
う
わ
ご
と
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る。
す
か
さ
ず
「
私
は
ど
う
し
て
見
て
い
る
の
か」
と

問
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
ま
だ
不
安
定
な
も

の
だ。
「
ど
う
し
て」
と
は、
「
な
ぜ
か」
す
な
わ
ち
理
由
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く、

「
ど
の
よ
う
に
し
て」
す
な
わ
ち
方
法、
手
段、
様
態
を
間
う
て
い
る
の
だ
ろ
う。
続
き

に、
そ
の
答
え
が
書
か
れ
て
い
る。
「
風
を
見
る」
と
い
う
の
だ
か
ら、
「
風
の、
ま
た、

風
に
よ
っ
て
の
周
囲
の
状
況
の
変
化、
木
々
の
小
枝
の
ざ
わ
め
き、
葉
の
揺
れ、
色
の
変

転、
影
の
動
揺
な
ど
を
見
る
の
で
は
な
い」、
こ
の
言
葉
の
連
な
り
が
喚
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は、
「
た
だ、
風
を
見
る、
風
を
見
て
い
る、
と
い
う
こ
と、
む
し
ろ、
風

と
い
う、
自
ら
の
中
の
風
と
い
う
言
葉
と、
そ
の
言
菓
の
機
能
を
見
て
い
る、
そ
ん
な
事

態」
の
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る。
「
風
を
見
る」
と
い
う
こ
と
は、
完
市
に
と
っ
て、

「
そ
れ
以
上
の
単
純
さ
の
在
り
よ
う
が
な
い
心
の
あ
り
さ
ま」
と
し
て
あ
る。
こ
れ
以
上

よ
る
内
容
よ
り
も
は
る
か
な
現
存
で
あ
り、
実
存
で
あ
る。
(25)

単
純
化
で
き
な
い
あ
り
さ
ま
を、
こ
の
言
菓
は
捉
え
て
い
る。
し
た
が
っ
て、

の
言
菓
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。
し
か
し、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
は
じ
ま
り
の

イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
か
ら、
依
然
と
し
て
不
安
定
な
ま
ま
だ。
こ
こ
に、
「
私
の、
風

を
見
る
こ
と
を、
私
の
心
の
中
に
定
め
た
い。
イ
メ
ー
ジ
を
書
き、
よ
り
明
確
な
イ
メ
ー

ジ
と
し
て、
ゆ
ら
め
き
動
き、
形
と
し
て
不
安
で
あ
り、
無
色
で
あ
る、
そ
の
こ
と
を
た

し
か
め
て
置
き
た
い」
と
い
う
願
望
が
お
こ
る。
こ
こ
ま
で
の
流
れ
は、
第一
章
に
確
認

し
た一
句
を
作
る
こ
と
の
動
機
の
説
明
と
合
致
し
て
い
る。

「
風
を
見
る」
と
い
う
言
葉
は、
完
市
に
と
っ
て、
こ
れ
以
上
単
純
化
で
き
な
い
主
題

だ
か
ら、
一
句
に
そ
の
ま
ま
組
み
こ
む
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う。
だ
か
ら、
こ
の
イ
メ
ー
ジ

を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は、
ま
ず
「
風
を
見
る」
と
書
い
た
う
え
で、
「
つ

ぎ
に、
な
に
を
書
く
か」
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る。
イ
メ
ー
ジ
を
確
か
な
も
の
に
し
て

く
れ
る
そ
れ
は、
「
私
に
と
っ
て
よ
り
私
の
心
の
も
の
と
し
て
の
確
定
的
な
も
の」
の
は

ず
だ。
し
か
し、
手
元
に
あ
る
「
風
を
見
る」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
い
ま
だ
不
確
か
な
も

の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら、
こ
の
問
い
の
答
え
は
手
探
り
で
求
め
ざ
る
を
え
な
い。

だ
か
ら
こ
そ、
「
探
す
た
め
に
誓
く、
言
葉
と
し
て、
私
の
在
り
方
の
隙
間
か
ら
洩
れ

出
て
く
る
言
莱
を
響
く、
い
ろ
い
ろ
壽
く」
と
い
う
こ
と
に
な
る。
完
市
は、
こ
こ
で、

「
風
を
見
る」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
含
ま
れ
る一―
つ
の
自
立
語
を
軸
に
し
て、
言
葉
を
探

し
て
い
く。

「
風」
と
い
う
言
菓
か
ら
は、
「
吹
く、
見
え
る、
風
立
つ、
き
れ
い
に
吹
く、
淋
し

く
吹
く、
林
が
動
く、
信
州、
野
分、
風
が
曲
る、
道
を
吹
く」
と
い
っ
た
言
菓
が
導
か

れ
る。
一
連
の
な
か
に
「
き
れ
い
に
吹
く」
と
い
う
言
菓
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き

た
い。
完
成
し
た
旬
は
《
風
を
見
る
き
れ
い
な
合
図
ぶ
ら
さ
げ
て》
な
の
だ
か
ら、
こ
こ

で、
一
度、
完
市
の
連
想
は
彼
の
求
め
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
か
す
め
て
い
る。
し
か
し、
「
風」

の
側
だ
け
か
ら
で
は、
求
め
る
イ
メ
ー
ジ
は
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
く
れ
な
い。
そ
れ
は

一
句
は
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(26)
 同
前、

「
風」

ら
だ。
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
ず、
「
風
を
見
る」
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
か

つ
づ
け
て、
「
見
る」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
ふ
ら
り
と
立
っ
て
見
入
る。
手
に
も
っ
て

見
る、
ぶ
ら
さ
げ
て
み
る。
風
を
見
る、
ぶ
ら
さ
げ
て
み
る」
と
い
っ
た
言
葉
が
導
か
れ

る
に
至
っ
て、
は
じ
め
て
「
ひ
と
つ
の
質
感、
な
に
か
の
影
が
私
に
見
え
る。
イ
メ
ー
ジ

が
ち
ら
り
と
形
を
見
せ、
残
り
た
い、
在
り
た
い、
と
言
う」
に
至
る。
「
私
は、
そ
の

言
葉
を
信
用
す
る」
と
い
う
が、
い
っ
さ
い
は
内
的
な
営
為
な
の
だ
か
ら、
こ
の
対
話
は

疑
似
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い。

完
市
は、
彼
が
信
じ
ら
れ
る
言
葉
を
見
つ
け
た。
そ
れ
が
「
ぶ
ら
さ
げ
る」
と
い
う
語

だ。
完
市
は、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
を
確
か
な
も
の
に
す
る
言
菓
を
導
こ
う
と
試

み
る。
「
紐、
人
間
の
絆、
悪
心、
嘔
気
な
ど、
ぶ
ら
さ
げ
る、
き
れ
い
に
ぶ
ら
さ
げ
る。

ぶ
ら
さ
げ
る
と
い
う
動
作
の
対
象
を
探
り
な
が
ら、
「
風」
か
ら
導
か
れ
た
「
き
れ
い」

と
い
う
言
菓
が、
「
見
る」
か
ら
導
か
れ
た
「
ぶ
ら
さ
げ
る」
と
い
う
言
葉
と
有
機
的
に

結
び
あ
わ
さ
れ
て、
ひ
と
ま
ず
「
き
れ
い
に
ぶ
ら
さ
げ
る」
と
な
る。
し
か
し、
「
ぶ
ら

さ
げ
る」
と
い
う
動
作
は、
や
は
り
対
象
を
定
め
な
い
か
ぎ
り
は、
イ
メ
ー
ジ
を
確
か
な

も
の
に
し
て
く
れ
な
い。
し
か
し、
そ
の
「
も
の」
は、
「
命
名
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
な

に
か」
と
捉
え
ら
れ
る
以
上、
実
質
よ
り
で
は
な
く
そ
の
役
割
に
よ
っ
て
言
い
と
め
る
ほ

か
は
な
い。
そ
こ
で、
「
信
号」
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
る。

「
信
号」
は、
つ
づ
け
て、
次
の
と
お
り
言
い
か
え
ら
れ
る。
「
風
へ
の
知
ら
せ
だ、

風
か
ら
の
知
ら
せ
だ。
風
の
合
図
だ、
私
の
合
図
だ」。
し
か
し、
こ
う
し
た
言
い
か
え

が
で
き
る
以
上、
向
き
や
所
有
は、
こ
の
「
合
図」
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い。
そ
こ

で、
こ
の
「
合
図」
と
い
う
語
に
「
き
れ
い」
と
い
う
言
葉
が
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る。

「
き
れ
い
な
合
図
だ」。
こ
こ
に
至
っ
て、
完
市
は
よ
う
や
く
イ
メ
ー
ジ
が
リ
ア
リ
テ
ィ

を
持
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る。
「
き
れ
い
な、
合
図
を
ぶ
ら
さ
げ
て、
風
を
見
て
い
る。

―――-
'
一
四
頁。

つ
つ

一
八一云一
頁。

そ
れ
が、
い
ま、
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
だ。
風
の
中
に
在
る、
私、
だ」。
私
が
「
在

る」
と
い
う
実
感
は、
イ
メ
ー
ジ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
こ
と
の
し
る
し
と
な
る。

「
私」
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
主
客
は、
こ
の
と
き
判
然
と
し
な
い。

そ
の
こ
と
で、

イ
メ
ー
ジ
を
壽
い
た、
イ
メ
ー
ジ
に
告
か
さ
れ
た。
私
を
使
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
自
ら

を
書
か
し
た。
私
が、
な
の
か、
私
を、
な
の
か。
私
が
在
る
の
か、
私
を
在
ら
し

め
た
の
か、
不
分
明
で
は
あ
る
が、
私
に
と
っ
て、
な
に
か
の
定
着
感、
定
点
感
が

生
ま
れ
て
い
る。

私
は
イ
メ
ー
ジ
を
替
い
た、
と
思
う0
(26)
 

イ
メ
ー
ジ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
と
と
も
に、
「
私」
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
「
在

る」
よ
う
に
な
る、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う。
完
市
の
示
し
た
具
体
例
に
お
い
て、
「
風

を
見
る」
と
い
う
言
菓
が
ま
ず
あ
り、
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
は、
イ
メ
ー
ジ
を
「
言
菓
の
微
光」、
「
言
菓
と
言
葉
と
の
衝
撃
の
発
火」
と
捉

え
て
い
た
こ
と
と
も
合
致
す
る。
言
葉
が
先
に
あ
り、
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
確
か
な
も

の
と
し
て
定
ま
っ
て
い
く
と
い
う
捉
え
よ
う
は、
高
柳
重
信
が一
九
七
0
年
（
昭
和
四
五

年）
六
月
の
『
俳
句』
を
初
出
と
す
る
「「
書
き」
つ
つ
「
見
る」
行
為」
に
「
こ
れ
は

冗
談
で
は
な
く、
『
蕗
子』
以
後
の
僕
は、
ま
さ
に
文
字
ど
お
り、
言
葉
を
書
く
だ
け
で

あ
り、
そ
し
て、
き
わ
め
て
稀
に、
そ
こ
に
書
き
亜
べ
ら
れ
た
言
葉
の
な
か
に、
何
か
を

「
見
る」
だ
け
で
あ
っ
た」
と
響
い
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
(

2

7
)。
同
時
代
の
俳
論
に

み
ら
れ
る、
ひ
と
つ
の
傾
向
と
い
っ
て
よ
い。

く
り
か
え
す
が、
完
市
は
論
を
書
き
な
が
ら
句
を
得
た
わ
け
で
は
な
い。
「
き
れ
い」

と
い
う
こ
と
に
ま
つ
わ
る
紆
余
曲
折
な
ど
も、
完
成
し
た
旬
の
か
た
ち
か
ら
遡
っ
て、
い

か
に
も
そ
れ
ら
し
く
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い。
と
は
い
え、、
完
市
の
論
に
し

た
が
う
か
た
ち
で一
句
が
書
か
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は、
い
ず
れ
に
せ
よ、
具
体
例
に
即

(
2

7
)

高
柳
「「
書
き」

「
見
る」
行
為」、
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(2
8)
阿
部
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
一
六＇
一
七
頁。

し
て、
た
し
か
に
説
得
的
に
示
さ
れ
て
い
る。
完
市
は、
ま
た、
次
の
と
お
り
記
し
て
い

る。
イ
メ
ー
ジ
は、
ひ
と
つ
の
精
神
作
用
で
あ
る。
し
か
し、
作
旬
上
の
イ
メ
ー
ジ
は、

言
葉
と
作
者
と
の
間
の
葛
藤
に
よ
る一
形
成
で
あ
り、
決
し
て、
単
に
知
覚、
観
念

な
ど
と
並
ん
で
い
る
の
み
の
主
観
的
精
神
現
象
で
は
な
く、
イ
メ
ー
ジ
を
思
う
こ

一
句
の
す
べ
て
を
思
い
つ
く
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。
(28)

ま
さ
し
く、
「
言
葉
と
作
者
と
の
間
の
葛
藤」

に、
作
句
上
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
な
が
ら、

三、
イ
メ
ー
ジ
の
予
定
性

と、
そ
れ
は、

の
再
現
を
通
じ
て、
完
市
は、
た
し
か

一
句
を
思
い
つ
く
し
て
い
る。

第一―
章
で
は、
《
風
を
見
る
き
れ
い
な
合
図
ぶ
ら
さ
げ
て》
と
い
う一
句
の
生
成
の
過

程
を
再
現
す
る
完
市
の
言
莱
を
た
ど
り、
彼
の
《
イ
メ
ー
ジ》
論
の
論
理
的
な
整
合
性
を

確
認
し
た。
イ
メ
ー
ジ
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
で、
一
句
が
完
成
す
る

と
い
う
論
旨
を
追
う
か
ぎ
り、
そ
こ
に
破
綻
は
見
ら
れ
な
か
っ
た。

し
か
し、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
は、
完
市
が
具
体
的
な
句
に
即
し
て
書
い
て

い
た
こ
と
か
ら
は、
必
ず
し
も
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
断
章
が
あ
る。

イ
メ
ー
ジ
は、
吾
か
れ
て
か
ら、
独
自
で
あ
り、
新
し
く
あ
り、
し
か
も、
す
ぐ
つ

ぎ
に、
も
う
ひ
と
つ
の
歩
み、
予
定
性
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
イ
メ

[
原
文
マ
マ
]

ー
ジ
は、
リ
ア
ル
に
告
き
切
ら
れ
た
と
き
に、
必
ず
つ
ぎ
の
予
感
を
内
臓
し
て
い
る。

あ
る
予
感
に
ふ
る
え
て
い
る。
そ
れ
は、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
確
固
と
し
た
基
盤、
姿

2

9
)
 

同
前、

勢
と
し
て
の
き
び
し
さ、
た
し
か
ら
し
さ
の
上
に
あ
っ
て、
つ
ぎ
へ、
つ
ぎ
へ
の
予

感
を、
作
者
に
読
者
に
与
え
つ
づ
け
る
よ
う
に
な
る。
だ
か
ら、
イ
メ
ー
ジ
は、
確

か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
未
来
を
も
つ。
確
実
で
あ
る
か
ら、
確
実
な
歩
み
を
予
感
し、

主
張
す
る。
作
者
に
読
者
に、
た
し
か
な
方
向
を
指
示
す
る。
イ
メ
ー
ジ
は、
だ
か

ら、
ひ
と
つ
の
未
来
性
と
方
向
性
と
を
示
し
て、
そ
の
作
品
の
ひ
ら
め
き
と
開
示
と

を
明
示
す
る。
イ
メ
ー
ジ
は、
曹
か
れ
定
着
し、
完
結
す
る
と
同
時
に、
つ
ぎ
へ
の

方
向
と
歩
み
を
提
示
す
る。
イ
メ
ー
ジ
は、
こ
の
性
質
の
存
在
に
よ
っ
て、
一
句
に、

在
る
と
言
わ
れ、
見
事
と
言
わ
れ、
美
し
い
と
言
わ
れ
る。
(

2

9
)

完
市
に
よ
れ
ば、
書
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
「
予
定
性」
を
備
え
て
い
る。
そ
れ
は、
作

者
だ
け
で
な
く、
読
者
に
対
し
て
も、
「
ひ
と
つ
の
未
来
性
と
方
向
性
と
を
示
し
て、
そ

の
作
品
の
ひ
ら
め
き
と
開
示
と
を
明
示
す
る」
と
い
う
性
質
だ
と
捉
え
ら
れ
る。
そ
し
て、

こ
の
「
予
定
性」
は、
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
と
と
も
に、
イ
メ
ー
ジ
の

美
的
価
値
に
か
か
わ
る
と
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
な
ぜ
「
イ
メ
ー
ジ
は、
書
か
れ
て
か

ら、
独
自
で
あ
り、
新
し
く
あ
り、
し
か
も、
す
ぐ
つ
ぎ
に、
も
う
ひ
と
つ
の
歩
み、
予

定
性
を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」
の
か、
な
ぜ
「
イ
メ
ー
ジ
は、
リ
ア
ル
に
書

き
切
ら
れ
た
と
き
に、
必
ず
つ
ぎ
の
予
感
を
内
臓
し
て
い
る」
と
い
え
る
の
か。
「
確
実

で
あ
る
か
ら、
確
実
な
歩
み
を
予
感
し、
主
張
す
る」
と
い
う一
節
も、
こ
の
「
予
定
性」

の
由
来
を
論
理
的
に
説
明
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い。

「
予
定
性」
の
由
来
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
断
章
は、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
の

う
ち
に、
も
う
ひ
と
つ
見
受
け
ら
れ
る。

イ
メ
ー
ジ
は、
人
が
結
ぶ
も
の
で
は
な
い。
イ
メ
ー
ジ
は、
言
葉
が
人
に
結
ば
せ

る
も
の
で
あ
る。

一
四'
-
五
頁。
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(
3

o
)
 

同
前、
一
六
頁。

一
句
の
イ
メ
ー
ジ
は、
そ
れ
ゆ
え
に、
動
い
て、
つ
ね
に、
つ
ぎ
を
見
よ
う
と
す

る、
そ
の
確
か
な
姿
そ
の
も
の、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る。
(30)

こ
こ
で
も、
一
句
の
「
動
い
て、
つ
ね
に、
つ
ぎ
を
見
よ
う
と
す
る」
性
質
は、
書
か

れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
確
か
さ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る。
そ
の
う
え
で、
そ
の
性
質
の
由
来

は、
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
「
言
葉
が
人
に
結
ば
せ
る
も
の」
だ
と
い
う
こ
と
に
求
め

ら
れ
て
い
る。
し
か
し、
イ
メ
ー
ジ
が
「
言
葉
が
人
に
結
ば
せ
る
も
の」
だ
と
い
う
こ
と

が、
ど
う
し
て、
そ
れ
に
「
つ
ぎ
を
見
よ
う
と
す
る」
性
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の

か。
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
は、
こ
の
こ
と
の
説
明
が
欠
け
て
い
る。

イ
メ
ー
ジ
の
「
予
定
性」
は、
イ
メ
ー
ジ
の
確
定
と
関
わ
っ
て
い
る。
こ
こ
で、
あ
ら

た
め
て
完
市
の
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る。

第一
章
で
た
し
か
め
た
と
お
り、
完
市
は、
ひ
と
が
し
ば
し
ば
「
現
実」
と
称
し
て
い

る
こ
と
が
ら
に、
「
知
覚」
と
い
う
別
の
名
を
与
え
て
い
た。
そ
れ
で
は、
完
市
に
と
っ

て
の
「
現
実」
と
は、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か。
し
か
し、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」

に
お
い
て
は、
そ
の
こ
と
は
充
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い。

完
市
は、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
の
発
表
か
ら
四
年
後、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四

九
年）
八
月
の
『
俳
句
研
究』
を
初
出
と
す
る
「
現
代
俳
句
の
病
巣」
に
お
い
て、
そ
の

こ
と
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る。

II
現
実II
は、
作
家
の
眼
前、
眼
中
に
は
な
い。
作
家
を
囲
饒
す
る
周
囲、
環
境
に

、
、
、
、

は
存
在
し
な
い。
作
家
と
い
う一
存
在
の
こ
ち
ら
側
に
は
無
い。
作
す、
成
す、
そ

れ
は、
思
い
を
こ
め
て
表
現
す
る
と
い
う
作
業、
表
現
と
い
う一
行
為
の
の
ち
に、

そ
の
向
こ
う
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る。
作
者
が、
作
し
た、
そ
の
表
現
と
い
う
精

、
、
、

神
集
中
の
う
ち
に、
作
者
の
全
を
通
過
し、
透
過
し
た、
そ
の
後
に、
そ
の
あ
ち
ら

3

1
)
 

阿
部
「
現
代
俳
句
の
病
巣」、
五
四
頁。
傍
点
は
原
文
ど
お
り。

側
に

表
現
と
い
う
作
者
の
全
精
神
作
業
終
了
の
後
に

立
ち
昇
り、
立
ち

示
さ
れ
て
く
る一
精
神
の
形
が、
一
現
実
と
い
う、
そ
の
作
家
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
な
い
重
い
新
し
い一
存
在
と
な
る
は
ず
で
あ
る。
つ
ね
に、
そ
の
作
家
に
と
っ
て、

と
き
に
は
読
者
と
い
う
他
者
に
と
っ
て
も、
全
く
新
し
い
ひ
と
つ
の
事
態

そ

れ
ゆ
え
に、
そ
の一
表
現
の
前
で
立
ち
す
く
み、
ほ
う
と
思
わ
ず
溜
め
息
を
つ
き、

そ
の
新
し
い
所
産
の
内
包
す
る
力
に
打
ち
す
え
ら
れ
る、
そ
の
よ
う
な一
新
生
物、

そ
れ
が、
作
者
に
と
っ
て、
読
者
に
と
っ
て、
確
実
に
そ
の
存
在
を
主
張
さ
れ、
居

す
わ
ら
れ
て
し
ま
う、
重
く
は
げ
し
い
11

現
実II
で
あ
る。
(

3

1
)。

要
す
る
に、
完
市
に
と
っ
て
の
「
現
実」
と
は、
一
句
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

作
者
に
と
っ
て
い
ま
や
「
在
る」
こ
と
に
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る。
一
句
を
冑
く
と
は、
完
市
に
と
っ
て、
言
菓
に
由
来
す
る
姿
の
あ
や
ふ
や
な
イ
メ

ー
ジ
を、
た
し
か
な
現
実
に
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る。
そ
れ
は、
句
を
作
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
る
「
全
く
新
し
い
ひ
と
つ
の
事
態」
に
ほ
か
な
ら
ず、
作
者
や
読
者
は、
そ
れ
に

よ
っ
て、
こ
の
「
事
態」
の
渦
中
に
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る。
こ
の
こ
と
は、
ま
た

次
の
と
お
り
言
い
か
え
ら
れ
る。

II
現
実II
は、
こ
の
よ
う
に
全
く
ふ
や
け
た
日
常
と
か、
茫
と
眼
前
を
通
過
し
た
り、

茫
と
在
っ
て、
と
き
に
人
の
心
を
弄
ぶ一
事一
物
と
い
う
副
え
物
と
は、
ま
っ
た
＜

異
な
っ
て
い
る。
人
の
全
心
の一
事、
一
所
作、
一
仕
事
と
い
う
燃
焼
の
の
ち
に、

立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る

表
現、
と
い
う一
事
業、
一
念
の
の
ち
に
立
ち
出
て
く

、
、
、
、

る
ひ
と
つ
の、
作
者
あ
る
い
は
日
常
と
い
う
も
の
の
あ
ち
ら
側
に
見
え
は
じ
め
る、

ひ
と
つ
の
重
量
の
こ
と
が、
そ
れ
だ
け
が、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
II
現
実II
で
あ
る。

そ
し
て、
表
現、
と
い
う
ひ
と
つ
の
精
神
作
業
に
よ
っ
て、
何
よ
り
も
ま
ず、
そ
の
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(
3
2
)
 

(
3

3
)
 

同
前、
五
五
頁。
傍
点
は
原
文
ど
お
り。

同
前、
五
六
頁。

作
者
自
身
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の
現
実

現
実
は
つ
ね
に
新
し
く
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ

を
刻
み
あ
ら
わ
す
こ
と、
を
作
句
と
い
う0
(

3

2
)
 

現
実
は、
あ
ら
か
じ
め
眼
前
に
あ
っ
て一
旬
に
写
し
と
ら
れ
る
と
い
っ
た
類
の
も
の

で
は
な
い。
現
実
は、
す
で
に
あ
る
の
で
は
な
く、
作
句
の
営
為
に
よ
っ
て、
は
じ
め
て

獲
得
さ
れ
る
も
の
だ。
書
く
こ
と
で
定
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は、
作
者
と
読
者
に
現
実
と

し
て
作
用
す
る。
だ
か
ら、
そ
れ
は
「
つ
ぎ
を
見
よ
う
と
す
る」
性
質、
す
な
わ
ち、
「
予

定
性」
を
帯
び
る
も
の
に
な
る。

し
か
し、
ま
だ
謎
は
残
っ
て
い
る。
「
予
定
性」
の
由
来
は
よ
い。
そ
れ
に
よ
っ
て、

イ
メ
ー
ジ
が
「
在
る」
と
さ
れ
る
こ
と
も
よ
い
だ
ろ
う。
だ
が、
そ
れ
に
よ
っ
て、
イ
メ

ー
ジ
が
「
見
事」
だ
と
か
「
美
し
い」
と
か
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は、
な
ぜ
な
の
か。

「
予
定
性」
が
じ
か
に
イ
メ
ー
ジ
の
美
的
価
値
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
理
由
は、
ま
だ
示
さ

れ
て
い
な
い。

や
は
り、
「
現
代
俳
句
の
病
巣」
が
手
が
か
り
に
な
る。
完
市
は
次
の
と
お
り
記
し
て

い
る。
「一
句
を
目
前
に
し
て、
読
者
は、
ま
ず、
そ
の一
句
へ
の
直
観
を
作
す。
い
い

な、
だ
め
だ
な、
美
し
い
な、
部
厚
い
な、
か
る
い
な、
爽
や
か
だ
な
…
…
等
々
の
直
観

を
下
す。
意
味
は、
実
は、
そ
れ
か
ら
思
わ
れ
る」、
す
な
わ
ち、
「
ま
ず
読
ん
で、
わ
か

っ
て、
う
た
れ
る

の
で
は
な
い。
ま
ず、
う
た
れ
て、
そ
れ
か
ら、
わ
か
る

そ

れ
か
ら
意
味
を
辿
り、
自
ら
の
直
観
を
諾
い、
大
き
く
肯
定
し、
快
い、
の
で
あ
る」
(

3

3
)
0

完
市
は、
「
見
事」
と
か
「
美
し
い」
と
い
っ
た
類
の
直
観
は
意
味
で
は
な
い
と
す
る。

そ
れ
が
宿
る
の
は、
「
意
味
を
超
え
る
も
の」
す
な
わ
ち
「
非
意
味」
だ。
「
意
味
を
超
え

る
も
の

非
意
味

が、
そ
の一
句
の
背
後
に、
あ
る
い
は、
そ
の
中
枢
に
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ」
(

3

4
)。
当
然
な
が
ら、
非
意
味
は、
同
時
に
非
論
理
で
も
あ
る。
そ
れ
を、

3

4
)
 

3

5
)
 

同
前、
五
六
頁。

阿
部
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
一
六
頁。

完
市
は
「
無
形」
と
称
す
る。
「
無
形
の
か
た
ち、
と
い
う
非
論
理
を、
無
論
理
を、
私

は
私
の
II
現
実II
と
す
る」。
そ
れ
が
「
無
形」
と
称
さ
れ
る
の
は、
イ
メ
ー
ジ
と
い
う

も
の
が
元
来
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
だ
か
ら
だ。
そ
れ
が
「
か
た
ち」
を
持
つ
に
至
る
の

は、
一
旬
を
書
く
こ
と
が、
そ
れ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え、
そ
れ
を
「
現
実」
に
す
る
か

ら
だ。
完
市
は、
す
で
に
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
お
い
て、
「
イ
メ
ー
ジ
は、
想

像
と
い
う
作
用
に
よ
っ
て
な
さ
れ、
言
葉
と
結
び
つ
い
て
の、
そ
し
て、
ま
た
観
念
の
手

前
に
あ
る、
ひ
と
つ
の
情
念
的
作
用
で
あ
る。
ゆ
え
に、
イ
メ
ー
ジ
は、
説
明
を
も
っ
と

も
忌
み
嫌
う」
と
し
て
い
た
(

3

5
)。
イ
メ
ー
ジ
に
は、
意
味
を
超
え
て、
何
ら
か
の
美
的

価
値
が
伴
う。
し
か
し、
そ
れ
が
定
ま
る
の
は、
そ
れ
が一
句
の
う
え
で
「
現
実」
と
な

り、
「
か
た
ち」
を
得
た
と
き
に
か
ぎ
ら
れ
る。
だ
か
ら、
美
的
価
値
は、
イ
メ
ー
ジ
が

書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
予
定
性」
の
う
ち
に、
は
じ
め
て
判
断
さ
れ
る。

こ
こ
ま
で、
完
市
の
俳
論
を
た
ど
り
な
お
し、
そ
の
飛
躍
を
補
い
な
が
ら、
彼
の
理
路

を
再
構
成
し
て
き
た。

完
市
は、
心
的
な
現
象
と
し
て、
ま
ず
知
覚
と
表
象
と
を、
主
体
に
と
っ
て
外
来
の
も

の
か、
内
発
の
も
の
か
に
よ
っ
て
区
別
し、
そ
の
た
し
か
さ
に
違
い
を
見
出
す。
そ
の
う

え
で、
主
体
に
と
っ
て
内
発
の、
ふ
た
し
か
な
も
の
と
し
て
あ
る
表
象
に
ご
く
近
い
も
の

と
し
て、
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
心
理
学
的
な
概
念
を
提
示
す
る。
そ
の
う
え
で、
一
句
を
作

る
こ
と
は、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を、
言
葉
を
通
じ
て
た
し
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
だ
と

捉
え
る。
そ
れ
に
よ
っ
て、
イ
メ
ー
ジ
は
定
ま
り、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
る。
こ
こ
ま
で

の
こ
と
は、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
お
い
て、
充
分
に
説
明
さ
れ
て
い
た。
《
風
を

お
わ
り
に
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阿
部
完
市
『
証』、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎、

二
頁。

引
用・
参
照
文
献一
覧

「
写
生」

見
る
き
れ
い
な
合
図
ぶ
ら
さ
げ
て》
と
い
う一
句
が
生
ま
れ
た
過
程
の
再
現
も、
こ
の
点

で
は、
き
わ
め
て
説
得
的
だ
っ
た。

し
か
し、
作
句
上
の
イ
メ
ー
ジ
が、
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
つ
ぎ
へ
の
方
向
と

歩
み」
を
示
す
「
予
定
性」
を
帯
び
る
の
は
な
ぜ
か、
ま
た、
こ
の
「
予
定
性」
が、
イ

メ
ー
ジ
の
存
在
だ
け
で
な
く、
そ
の
美
的
価
値
に
も
関
わ
る
の
は
な
ぜ
か。
こ
れ
ら
の
こ

と
は、
「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」
に
お
い
て
は、
詳
し
く
書
か
れ
て
お
ら
ず、
論
理
に

飛
躍
が
あ
っ
た。
四
年
後
に
発
表
さ
れ
た
「
現
代
俳
句
の
病
巣」
は、
「
わ
が
《
イ
メ
ー

ジ》
論」
に
み
ら
れ
る
論
理
の
飛
躍
を
埋
め
あ
わ
せ
る
俳
論
と
し
て、
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る。
そ
れ
に
よ
れ
ば、
イ
メ
ー
ジ
は、
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
な
り、

作
者
や
読
者
に
対
し
て、
全
く
新
し
い
ひ
と
つ
の
事
態
と
し
て
迫
っ
て
く
る
か
ら
こ
そ、

「
予
定
性」
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る。
ま
た、
本
来、
非
論
理
の
無
形
の
も
の
と
し
て
あ

る
イ
メ
ー
ジ
は、
非
意
味
と
し
て
の
美
的
価
値
を
帯
び
る
が、
そ
の
価
値
が
た
し
か
な
も

の
と
し
て
定
ま
る
の
は、
イ
メ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
現
実
と
な
る
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
い。

し
た
が
っ
て、
イ
メ
ー
ジ
の
美
的
価
値
は、
そ
れ
が「
予
定
性」
を
帯
び
た
と
き
に
の
み、

そ
の
な
か
に
お
い
て
見
定
め
ら
れ
る。
こ
う
し
て、
イ
メ
ー
ジ
の
「
予
定
性」
は
そ
の
美

的
価
値
と
不
可
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

完
市
の
イ
メ
ー
ジ
論
の
特
色
は、
言
葉
を、
イ
メ
ー
ジ
の
価
値
を
伝
え
る
も
の
で
は
な

く、
イ
メ
ー
ジ
の
価
値
を
定
め、
生
み
な
す
も
の
と
捉
え
た
こ
と
に
あ
る。
こ
こ
に
は、

か
ら
の
転
回
と
い
う
同
時
代
的
な
傾
向
が、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る。

二
0
01―一
年、

『
絵
本
の
空』、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎、
二
0
0
三
年、
一
五

1
0
九
'
-
五

―1
0
頁。

『
軽
の
や
ま
め』、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎‘
―1
0
0
三
年、
四
三
五
'

五一
0
頁。

「
現
代
俳
句
の
病
巣」、
阿
部
完
市
『
俳
旬
幻
形』、
永
田
書
房、
一
九
七
五
年、
五
四

，
六―一
頁。

『
絶
対
本
質
の
俳
旬
論』、
邑
書
林、
一
九
九
七
年。

『
に
も
つ
は
絵
馬』、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎‘
―1
0
0
三
年、
一――
二

，―-
五
七
頁。

『
春
日
朝
歌』、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎‘
―1
0
0
三
年、
―一
五
九
＇
三
二

―一
頁。

「
わ
が
《
イ
メ
ー
ジ》
論」、
阿
部
完
市
『
俳
句
幻
形』、
永
田
書
房、
一
九
七
五
年、

九
＇
一
七
頁。

阿
部
完
市
編
「
阿
部
完
市
年
譜」、
『
阿
部
完
市
俳
句
集
成』、
沖
積
舎‘
―1
0
0
二
年、

五――一
＇
五
三――
頁。

園
原
太
郎、
柿
崎
祐一
、
本
吉
良
治
監
修
『
心
理
学
辞
典』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
壽
房、
一
九

七一
年。

高
柳
重
信
「「
書
き」
つ
つ
「
見
る」
行
為」、
『
高
柳
重
信
全
集』、
第
三
巻、
立
風
害
房、

一
九
八
五
年、
一
七
五
＇
一
八
二
頁。

宮
城
音
弥
編
『
岩
波
小
辞
典

心
理
学』、
第一―
版、
岩
波
書
店、
一
九
六
五
年。
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