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ミ
ュ

l
ト
ス
に
お
け
る
論
理
性
と
反
期
待
性

｜
｜
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『
詩
学
』
。
・
区
切
噌
品
よ
り
｜
｜

戸

高

和

弘

ハ
1
）

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
叙
事
詩
、
悲
劇
、
喜
劇
、
デ
ィ
テ
ュ
ラ
ン
ボ
ス
な
ど
種
々
の
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
に
言
及
し

て
い
る
が
、
そ
の
論
述
の
中
心
を
な
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
悲
劇
で
あ
る
。
彼
は
、
悲
劇
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
ミ
ュ

l
ト
ス

（筋－

hhSS〉
、
性
格
、
措
辞
、
知
性
、
視
覚
効
果
、
音
楽
の
六
つ
を
あ
げ
、

と
く
に
筋
に
つ
い
て
こ
れ
を
「
悲
劇
の
原
理
、
魂
（
。
・

区切。阻

ω
∞1
S）
ま
た
は
目
的
（
。
・

zu宅
起
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
他
の
五
要
素
に
比
べ
て
、
何
故
ミ
ュ

l
ス
ト
に
高
い
評
価

が
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
を
解
く
鍵
は
、
「
予
期
に
反
し
な
が
ら
、
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
〈

2
1
ユ
ヒ
ま
官
ピ

白
h

・h
暗
記
色
白
）
（
ゆ
－
E
U
N国
A
F

〉
」
と
い
う
、

一
見
矛
盾
と
も
み
え
る
一
節
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
互
の
因
果
関
係

と
い
う
論
理
性
を
要
請
し
な
が
ら
、
他
方
期
待
に
反
す
る
と
は
、

一
体
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

筋
に
お
け
る
論
理
性

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
詩
学
』
の
各
所
で
筋
に
対
し
て
蓋
然
性
定
主
的
）
と
必
然
性
定
員
三

aeピ
）
と
を
、
繰
り
返
し
要
求
し
て



2 

い
る
。
た
と
え
ば
、
「
蓋
然
性
あ
る
い
は
必
然
性
に
従
っ
て
出
来
事
が
次
々
に
進
行
し
て
ゆ
き
、

不
幸
か
ら
幸
福
へ
、
幸
福
か
ら
不
幸

へ
と
転
換
す
る
の
に
充
分
な
長
さ
、
こ
れ
が
筋
の
長
さ
の
適
当
な
限
界
で
あ
る

（叶－

E
日目
H
N
！
ロ
）
」
と
か
、
「
詩
人
の
仕
事
は
、
す

で
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
起
こ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
出
来
事
会

map
－5
3。
）
、
す
な
わ
ち
蓋

然
性
あ
る
い
は
必
然
性
に
従
う
可
能
事
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る

（。・
H
A
U
H
凶
器
l

お
と
と
い
う
言
及
に
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
蓋
然
性
と
必
然
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
筋
が
、
悲
劇
の
本
質
的
要
素
を
な
す
の
で
あ
り
、

こ
の
立
場
は
詩
の
歴
史
に
対
す
る
優
位
を
説
く
9
章
で
も
さ
ら
に
詳
し
く
、
「
歴
史
家
が
詩
人
と
異
な
る
の
は
、
歴
史
家
が
す
で
に
起

こ
っ
た
出
来
事
を
語
る
の
に
対
し
、
詩
人
は
起
こ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
出
来
事
を
語
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
作
は
歴
史
に
比

じ
て
よ
り
哲
学
的
守
丸
。
き
も
ら

3
3乙
で
あ
り
、

よ
り
価
値
多
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
詩
作
は
む
し
ろ
普
遍
的
な
こ
と
（
叶
ル

（ゆ－

E
日
σ

A

H

！
叶
）
」
と
述
べ
ら

s
h
w
b。
巳
）
を
語
る
の
で
あ
り
、
歴
史
は
個
別
的
な
こ
と
令
長
室
、

h
h
R
q
g
る
を
語
る
か
ら
で
あ
る

れ
て
い
る
。

同
様
に
ま
た
叙
事
詩
を
論
じ
る
お
章
で
も
、
「
歴
史
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
為
の
統
一
で
は
な
く
、
時

間
の
統
一
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
同
じ
時
間
内
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
限
り
、
：
：
：
す
べ
て
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

出
来
事
の
あ
い
だ
に
は
偶
然
的
な
関
係
し
か
存
在
し
な
い

Qω
－
E
S由
自
ー
ピ
）
」
と
語
ら
れ
、
叙
事
詩
の
特
質
は
悲
劇
と
同
様
に
、

「
始
め
と
真
中
と
終
り
を
も
っ
た
、

一
つ
の
全
体
的
で
完
全
な
行
為
（
Nω
－
E
S
ω
5
1
N
O）
」
の
描
写
に
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
悲
劇
は
、
相
互
に
有
機
的
な
連
関
を
も
っ
「
一
つ
の
全
体
的
で
完
全
な
行
為
」
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
行

為
の
統
一
」
を
支
え
て
い
る
の
が
筋
に
関
す
る
蓋
然
性
で
あ
り
必
然
性
な
の
で
あ
る
。

（

2
）
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
蓋
然
性
と
必
然
性
は
あ
く
ま
で
「
純
粋
な
詩
的
原
理
」
な
の
で
あ
っ
て
、
自
然
学
や
論
理
学
に
お
け
る
そ
れ



と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
詩
作
に
お
け
る
普
遍
が
「
ど
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る

3
・
E
Eぴ
∞

1
3」
と
規
定
さ
れ
、
登
場

た
り
行
な
っ
た
り
す
る
の
が
蓋
然
的
あ
る
い
は
必
然
的
で
あ
る
の
か
、

ミュートスにおける論理性と反期待性

人
物
の
性
格
と
言
動
と
の
蓋
然
的
必
然
的
連
関
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
学
知
と
し
て
の
認
識
対
象

（

3
）
 

（宮内

qg立
与
が
「
必
然
的
で
あ
り
、
永
遠
的
で
あ
る
」
の
に
対
し
て
、
詩
は
、
人
聞
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
（

2
3立
与
と
し
て
、

ハ
4
）

つ
ね
広
「
他
の
仕
方
で
も
あ
り
う
る
も
の
（
立
守
常
習
志
E
巳
含
』
e内
向

H
S）
」
に
属
し
て
い
る
。
詩
作
の
普
遍
は
、
こ
の
意
味
に
お

い
て
哲
学
に
お
け
る
抽
象
的
絶
対
的
普
遍
で
は
あ
り
え
ず
、
単
に
登
場
人
物
の
性
格
と
言
動
の
一
致
に
み
ら
れ
る
現
実
的
あ
る
い
は
具

ハ
5
）

体
的
普
遍
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
詩
作
の
普
遍
性
と
筋
の
論
理
性
と
は
、
『
詩
学
』
全
体
の
中
で
い
か
に
関
連
す
る
の
か
。
先
の
引
用
に
お
い
て
、
詩
は

「
す
で
に
起
こ
っ
た
出
来
事
」
で
は
な
く
、
「
起
こ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
出
来
事
」
を
語
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
他
に
も
同
様
の
言
及
が

多
い
。
「
詩
人
は
、
可
能
だ
が
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と

3
5
a
a
雪
S
S
R）
よ
り
も
、

不
可
能
だ
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
包
忠
言
語

丸
忠
言
）
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
（
NAP－

E
め
官
民
1
自
ご
と
か
「
詩
作
の
た
め
に
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
可
能
事
よ
り
も
、
信
じ
ら
れ
る

（Nω
－

E
E
σ
H
H
i
H
N）
」
と
い
っ
た
語
り
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

の
「
不
可
能
だ
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
」
や
「
信
じ
ら
れ
る
不
可
能
事
」
と
は
、
「
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
あ
り
そ
う
に
見
え
る

不
可
能
事
（
肖
向
、
a
E
t
＆弘
E
S
E）
が
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
見
え
る
」
と
い
う
働
き
は
、
『
霊
魂
論
』
や
『
自
然
学
小
論
集
』
に

お
い
て
パ
ン
タ
シ
ア
守

saq凡
だ
）
に
帰
さ
れ
る
機
能
で
あ
っ
た
。
事
実
、
パ
ン
タ
シ
ア
の
機
能
は
、
「
遠
く
に
あ
る
も
の
が
我
々
に

・〈6
〉

・

・

・

ハ

7
）

（

8
）

は
人
聞
に
見
え
る
」
と
か
「
太
陽
が
足
の
幅
に
見
え
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
説
明
さ
れ
、
感
覚
（
R
P－
pqろ
と
判
断
（
旨
と
も
あ
）

3 

と
の
中
間
に
位
置
を
占
め
、
感
覚
対
象
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
我
々
に
心
像
守
守
詰
喜
良
）
を
現
前
さ
せ
、
こ
の
心
像
を
介
し
て
判



4 

（

9
）
 

断
を
成
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
想
像
の
能
力
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
筋
の
蓋
然
性
や
必
然
性
も
、
さ
ら
に
は
詩
の
描
く
ベ

き
普
遍
も
、
詩
人
の
パ
ン
タ
シ
ア
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（

叩

〉

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
『
詩
学
』
に
お
い
て
は
、
パ
ン
タ
シ
ア
な
る
用
語
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
こ
れ
を
詩
作
に
関
す
る
重
要
な
術
語
と
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
解
釈
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
検
討
を
す
す
め
る
な
ら
ば
、
パ
ン
タ

シ
ア
以
外
の
言
葉
で
類
似
の
機
能
が
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が
見
出
さ
れ
る
。
「
筋
を
組
み
立
て
、
措
辞
に
よ
っ
て
こ
れ
を
仕
上
げ
る

－
i

」

ふ

4

、

t
t
 で
き
る
か
、
ぎ
り
そ
の
場
の
状
況
を
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
る

（
月
志
会
乍
h
n
r
E
t
叶向、
h
E
Eピ
）
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
は
、
あ
た
か
も
現
実
の
事
件
の
場
に
居
合
わ
せ
る
か
の
ご
と
く
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
そ
の

情
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
適
切
な
こ
と
を
発
見
し
、
矛
盾
し
た
こ
と
を
見
落
す
こ
と
が
最
も
少
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る

（ロ－

E
印屯
N
N
1
N
凸）」
o

こ
こ
に
言
う
「
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
る
L

と
は
、
明
ら
か
に
詩
人
の
想
像
力
の
機
能
を
合
意
し
、
「
措
辞
に
よ

っ
て
仕
上
げ
る
」
と
は
、
こ
の
心
像
を
言
葉
（
せ
り
ふ
）

に
よ
っ
て
逐
一
表
現
し
て
い
く
作
業
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
が
日

常
生
活
に
お
い
て
「
魂
の
中
の
心
像
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
あ
た
か
も
見
て
い
る
か
の
よ
う
に

S
q号
、
舎
を
）
算
段
し
た

（

日

〉

り
、
現
在
の
事
態
に
照
ら
し
て
未
来
の
計
画
を
め
ぐ
ら
す
」
場
合
と
同
様
に
、
詩
人
は
詩
作
の
過
程
に
お
い
て
、
描
写
対
象
を
た
え
ず

（

ロ

〉

「
視
覚
化
守
山
田

E
E
E
Cロ
）
」
し
、
こ
れ
を
言
葉
で
追
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
続
い
て
、
「
で
き
る
か
ぎ
り
種
々
の
身
ぶ
り
を
行
な
い
な
が
ら
、
筋
を
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
素
質
が

同
じ
で
あ
る
場
合
、
感
情
を
現
に
経
験
し
て
い
る
人
々
が
最
も
説
得
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
に
苦
し
ん
で
い
る
人

が
最
も
真
に
追
っ
た
苦
し
み
を
、
現
に
怒
っ
て
い
る
人
が
最
も
真
に
迫
っ
た
怒
り
を
描
く
の
で
あ
る
（
見
－

Eω
氾
包
1
お
ど
と
い
う

（

日

）

言
及
が
み
え
、
詩
人
に
は
「
自
ら
を
登
場
人
物
と
同
一
視
す
る
想
像
的
能
力

Q
S白色
E
a
4
0
3
4司
2
）
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し



（

U
〉

て
こ
の
言
及
を
先
の
戸
「
措
辞
に
よ
っ
て
仕
上
げ
る
」
に
結
び
つ
け
る
な
ら
ば
、
「
視
覚
化
」
に
対
応
し
て
「
聴
覚
化
」
が
問
題
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
は
登
場
人
物
の
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
情
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
（
せ

り
ふ
）
を
作
り
出
す
。
観
客
は
登
場
人
物
の
発
す
る
言
葉
が
適
切
で
あ
る
と
き
に
、
一
登
場
人
物
の
感
情
を
真
に
自
分
の
感
情
で
あ
る
か

の
よ
う
に
感
じ
と
る
の
で
あ
る
。

ミュートスにおける論理性と反期待性

こ
う
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
詩
人
の
詩
作
過
程
に
お
い
て
「
視
覚
化
」
と
「
聴
覚
化
」
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ

の
場
合
に
も
想
像
力
の
機
能
が
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
筋
も
パ
ン
タ
シ
ア
と
い
う
詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
産
出
さ

れ
、
さ
な
が
ら
蓋
然
的
必
然
的
に
見
え
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
た
ま
し
さ
と
恐
れ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
筋
の
重
要
性
を
他
の
要
素
と
比
較
し
、
「
た
と
え
詩
人
が
性
格
を
よ
く
表
現
し
、
措
辞
と
知
性
に
お
い
で
す

ぐ
れ
た
せ
り
ふ
を
次
々
と
並
べ
て
も
、
悲
劇
本
来
の
機
能
（
ず
苫
与
を
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
取
り

扱
い
が
劣
っ
て
い
よ
う
と
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
筋
す
な
わ
ち
出
来
事
の
し
っ
か
り
し
た
構
成
を
も
っ
た
悲
劇
の
ほ
う
が
、
ず
っ
と
よ

く
そ
の
機
能
を
作
り
出
す
で
あ
ろ
う

2
・E
g曲
包
1
8ご
と
強
調
す
る
と
と
も
に
、
悲
劇
の
こ
の
「
機
能
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
悲
劇
か
ら
は
あ
ら
ゆ
る
快
（
古
色
与
）
で
は
な
く
、
悲
劇
に
固
有
な
快
が
も
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

い
た
ま
し
さ
〈
g
g内
〉
と
恐
れ
守
毛
色
町
）
か
ら
の
快
を
事
件
の
描
写
じ
よ
っ
て
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
そ

し
て
詩
人
は
、

れ
ら
の
感
情
を
出
来
事
の
中
に
作
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
区
－

z
u
ω
σ
5
1
E）
」
と
。
こ
の
言
及
に
よ
れ

5 

ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
悲
劇
の
機
能
と
は
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
に
よ
唱
て
固
有
の
快
を
作
か
出
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、

し
か
も
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そ
れ
は
筋
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
筋
は
こ
れ
ら
の
悲
劇
感
情
を
い
か
に
し
て
観
客
に
喚
起
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ま
た
「
悲
劇
の
効
力
（

besa）
は
、
上
演
さ
れ
な
く
て
も
、
俳
優
が
い
な
く
て
も
存
在
す
る

2
・

zuも
E
I

思
）
」
と
か
「
あ
る
悲
劇
作
品
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
を
読
む
だ
け
で
明
ら
か
に
な
る

（N
P
E
S
m
H
N
1
5）
」
と
繰

り
か
え
し
語
る
。
そ
れ
な
ら
ば
悲
劇
に
お
け
る
筋
は
、
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
単
に
読
む
だ
け
聞
く
だ
け
で
も
、

か
の
悲
劇
的
感

情
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
い
た
ま
し
さ
や
恐
れ
と
い
っ
た
悲
劇
的
感
情
を
規
定
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
い

た
ま
し
さ
と
は
、
謂
れ
な
き
不
幸
を
蒙
る
人
に
対
し
て
、
恐
れ
と
は
、
我
々
と
相
似
た
人
の
不
幸
に
対
し
て
起
こ
る
（
同

ω

・HAHUω
凶

仏

1

U
1

）
」
と
言
う
。
我
々
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
観
客
が
い
た
ま
し
さ
を
感
じ
る
の
は
、
登
場
人
物
の
不
幸
が
謂
れ
な
き
も
の
に
見
え
る
場

合
で
あ
り
、
恐
れ
を
感
じ
る
の
は
、
登
場
人
物
が
我
々
と
相
似
た
人
に
見
え
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
登
場
人
物
の
行
為
が
蓋
然

的
必
然
的
で
あ
り
、
そ
の
性
格
と
言
動
と
の
あ
い
だ
に
普
遍
性
を
有
す
る
と
き
に
、
観
客
は
こ
れ
ら
の
悲
劇
的
感
情
を
自
ら
の
も
の
と

す
る
の
で
あ
る
。

『
弁
論
術
』
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
が
定
義
さ
れ
る
。
「
い
た
ま
し
さ
と
は
、
謂
れ
な
き
人
に
降
り
か
か
る
明
ら
か

を
蒙
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
、

に
苦
痛
で
あ
り
破
壊
的
で
あ
る
災
悪
に
伴
な
わ
れ
る
、
あ
る
穫
の
苦
痛
だ
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
自
分
が
あ
る
い
は
親
し
い
人
が
こ
れ

（

路

）

し
か
も
そ
れ
が
身
近
に
迫
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
の
苦
痛
で
あ
る
」
o

「
恐
れ
と
は
、
破

壊
的
で
あ
り
苦
痛
で
あ
る
災
悪
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
（
パ
ン
タ
シ
ア
）
さ
れ
る
と
き
に
生
じ
る
、
苦
痛
あ
る
い
は
心
の
動
揺
で

（
日
山
）

あ
る
と
し
よ
う
」
。
こ
の
定
義
に
お
い
て
、
い
た
ま
し
さ
は
「
予
想
」
や
「
思
わ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
恐
れ
は
パ
ン
タ
シ
ア
に
よ

っ
て
直
接
説
明
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
両
感
情
と
も
に
、
現
実
に
蒙
る
災
悪
か
ら
で
は
な
く
、
予
想
さ
れ
、
想
像
さ
れ
る
災
悪
か
ら
生

じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
と
も
に
予
想
的
想
像
的
感
情
だ
と
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
も
し
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
と
が
詩
人
に
よ
っ
て
「
出



来
事
の
中
に
作
り
込
ま
れ
る
」
の
で
あ
れ
ば
、

か
く
て
成
立
す
る
筋
は
、
観
客
の
想
像
力
を
喚
起
し
、
そ
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
さ
せ

る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
悲
劇
は
「
一
つ
の
全
体
的
で
完
全
な
行
為
」
を
描
く
と
き
、
「
一
つ
の
完
全
な
生
き
も
の

おも
C
E
）
の
よ
う
に
、
そ

れ
に
固
有
な
快
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る

Q
ω
・
区
包
白
N
O
I
N
H
）
」
と
い
ろ
の
で
あ
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
「
悲
劇
固
有
の
快
」
は
、
筋

ミュートスにおける論理性と反期待性

の
蓋
然
性
と
必
然
性
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
筋
の
論
理
性
は
い
た
ま
し
さ

と
恐
れ
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、
「
悲
劇
固
有
の
快
」
を
一
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
筋
は
作
品
と
観
客
と
を

媒
介
す
る
最
も
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。

事
実
M
章
に
お
い
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
筋
の
仕
組
み
方
四
種
に
つ
い
て
述
ベ
、
そ
の
中
で
最
上
の
も
の
と
し
て
「
無
知
の
た

め
に
、
あ
る
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
行
為
を
な
そ
う
と
す
る
が
、
実
際
に
そ
の
行
為
を
果
た
す
前
に
近
親
関
係
を
認
知
す
る

zgσ
忠
1
8〉
」
、
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
行
為
は
実
際
に
は
遂
行
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
る
の
で

（巴・

あ
る
か
ら
、
観
客
が
こ
の
未
遂
の
行
為
に
悲
劇
的
感
情
を
抱
く
の
は
、
こ
の
行
為
の
実
現
さ
れ
た
場
合
の
想
像
に
依
存
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
に
お
い
て
、
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
は
オ

ν
ス
テ
ス
を
殺
そ
う
と

す
る
が
、
実
際
に
果
た
す
前
に
彼
が
弟
で
あ
る
こ
と
を
発
見
L
未
遂
に
終
わ
る
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
範
例
と
し
て
し
ば
し
ば

引
用
す
る
ソ
ポ
グ
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
お
い
て
も
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
よ
る
父
ラ
イ
オ
ス
殺
害
は
、
物
語
の
外
に
置
か
れ

て
い
る
。
実
際
に
は
弟
殺
し
ゃ
父
殺
し
と
い
っ
た
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
行
為
が
描
か
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筋
が
そ
れ

ら
の
行
為
を
観
客
の
眼
前
に
描
き
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、

J

観
客
の
側
の
感
情
効
果
も
、
も
っ
ぱ
ら
観
客
自
身
の
パ
ジ
タ
シ
ア
に
よ
る
と

7 

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
霊
魂
論
』
に
み
る
か
ぎ
り
の
パ
ン
タ
シ
ア
論
は
、
極
め
て
多
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
先

に
あ
げ
た
「
見
え
る
」
と
い
う
機
能
の
他
に
、
「
眼
前
に
思
い
浮
か
べ
る
」
と
い
う
機
能
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
パ
ン
タ

（

げ

）

と
我
々
が
言
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
か
、
「
パ
ン
タ
シ

シ
ア
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
心
像
が
我
々
に
生
じ
て
く
る
、

ア
は
、
我
々
が
欲
す
る
と
き
我
々
の
自
由
と
な
る
。
（
つ
ま
り
、
記
憶
術
に
通
じ
て
い
て
心
の
中
に
似
像
を
作
り
出
す
人
々
と
同
様
に
、

（
叩
四
〉

眼
前
に
何
か
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
、
そ
う
し
た
側
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
が
悲
劇
の
上
演
に
臨
ん
で
、
舞
台
上
に
観
て
い
る
の
は
現
実
の
事
件
で
は
な
い
。
そ
れ
は
虚
構
の
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々

の
抱
く
悲
劇
的
感
情
も
、

い
わ
ば
虚
構
の
感
情
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
我
々
が
何
か
ぞ
っ
と
す
る
も
の
あ
る
い
は
恐
ろ
し

い
も
の
を
み
て
そ
れ
と
判
断
す
る
際
に
は
、
す
ぐ
に
こ
れ
と
同
じ
感
情
を
体
験
す
る
。
ま
た
勇
敢
な
も
の
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（

印

〉

他
方
我
々
が
想
像
（
パ
ン
タ
シ
ア
）
す
る
際
に
は
、
絵
の
中
で
恐
ろ
し
い
も
の
や
勇
敢
な
も
の
を
見
る
場
合
と
同
じ
で
あ
る
」
と
言
わ

れ
る
ご
と
く
、
絵
の
中
に
恐
ろ
し
い
対
象
や
勇
者
の
姿
を
見
る
行
為
に
近
似
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
は
、
悲

劇
作
品
に
対
し
て
現
実
体
験
に
も
ま
さ
る
強
い
感
情
効
果
を
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
舞
台
上
の
事
件
を
単
な
る
絵
空
事
で
は
な
く
、

現
実
の
事
件
で
あ
る
か
の
ご
と
く
感
じ
る
の
は
、
「
視
覚
化
」
と
「
聴
覚
化
」
と
い
う
詩
人
の
想
像
的
過
程
を
経
て
産
出
さ
れ
る
、
筋

の
論
理
性
と
詩
作
の
普
遍
性
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
詩
人
は
、
見
る
こ
と
が
な
く
と
も
事
件
の
経
過
を
聞
く
だ
け
で
、
起
こ
っ
た
出

来
事
に
身
震
い
し
た
り
い
た
ま
し
さ
を
感
じ
た
り
す
る
よ
う
に
、
筋
を
組
み
立
て
ね
ば
な
ら
な
い

（に－

E
ω
ω
σ
ω
1
3
」
と
言
わ
れ
る

の
も
、
こ
の
間
の
事
情
を
伝
え
て
い
る
。



筋
に
お
け
否
反
期
待
性

そ
れ
で
は
、
蓋
然
性
と
必
然
性
と
い
っ
た
仕
方
で
論
理
性
を
備
え
る
筋
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
予
期
に
反
す
る
」
と
い
う
反
期
待

性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
か
。
問
題
の
一
文
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
悲
劇
は
完
結
し
た
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
恐
ろ

ミュートスにおける論理性と反期待性

し
く
い
た
ま
し
い
出
来
事
の
描
写
で
も
あ
る
。
こ
の
種
の
感
情
は
、
出
来
事
が
予
期
に
反
し
な
が
ら
、
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
生

じ
る
場
合
に
最
も
よ
く
喚
起
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
出
来
事
が
そ
の
よ
う
に
生
じ
る
ほ
う
が
、
ひ
と
り
で
に
ま
た
偶
然
に
生
じ
る
場
合

よ
り
も
、

い
っ
そ
う
驚
き
を
喚
起
す
る
か
ら
で
あ
る

（匂－

E
印一喝
H
l
a
）
」
。
こ
の
場
合
「
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
る
」
と
は
、
も
ち
ろ

ん
蓋
然
性
と
必
然
性
と
を
意
味
す
る
が
、
同
時
に
悲
劇
は
「
予
期
に
反
す
る
」
筋
の
展
開
に
よ
っ
て
驚
き
を
喚
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
筋
の
論
理
性
は
作
品
と
観
客
と
を
つ
な
ぎ
と
め
る
機
能
を
果
た
し
、
観
客
の
感
情
を
喚
起
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い

た
。
筋
に
反
期
待
性
を
認
め
る
と
き
、
こ
の
論
旨
と
矛
盾
す
る
結
果
に
な
り
は
し
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
筋
の
反
期
待
性
や
驚
き
の
効
果
を
予
想
さ
せ
る
用
語
は
、
認
知
（
号
ミ
ピ
ら
も
h
q
h

円
）
と
逆
転
（
号
、
h
a

立
3
h
R
H

）
で
あ
る
。
認
知
と
逆
転
と
は
「
最
も
人
の
心
を
動
か
す
（
∞
－

z
g陶

ω
ω
l
自
）
」
筋
の
部
分
で
あ
る
と
さ
れ
、
逆
転
と
は
「
劇

中
の
出
来
事
の
正
反
対
の
方
向
へ
の
転
換
（
ロ
－
E
U
N
m
N
N
1
N
ω
）」

を
、
認
知
と
は
「
無
知
か
ら
知
へ
の
転
換
（
ロ
－
H

昌
弘
巳
！
臼
）
」

を
意
味
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
他
方
ま
た
、
「
認
知
と
逆
転
は
、
筋
の
構
成
そ
の
も
の
の
中
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
ら
は
先
立
つ
出
来
事
か
ら
必
然
的
に
あ
る
い
は
蓋
然
的
に
結
果
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（H
0
・E
U
N
m
E
1
8ど
と
も
語

ら
れ
て
お
り
、
両
者
に
も
筋
の
論
理
性
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
認
知
と
逆
転
と
が
、
蓋
然
的
必
然
的
に
生
起
す
る

9 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
旦
反
期
待
性
を
伴
う
理
由
は
何
か
。
我
々
は
こ
こ
で
認
知
と
逆
転
に
関
連
さ
せ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
筋
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構
成
論
の
再
検
討
に
迫
ら
れ
る
。

『
詩
学
』
に
お
い
て
、
筋
構
成
論
は
7
章
か
ら
は
章
に
及
ぶ
が
、
す
で
に
引
用
し
た
言
及
以
外
に
も
い
く
つ
か
重
要
な
言
及
が
見
出

さ
れ
る
。
臼
章
の
「
最
も
す
ぐ
れ
た
悲
劇
の
筋
は
、
単
一
で
は
な
く
て
複
雑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
恐
ろ
し
く
い
た

ま
し
い
出
来
事
を
描
写
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（ロ－

E印
N
σ
ω
H
l
g）
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
複
雑
な
筋

と
は
す
で
に
み
た
「
認
知
」
や
「
逆
転
」
を
含
む
構
成
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
臼
章
に
お
い
て
登
場

人
物
の
設
定
と
筋
の
転
換
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
上
の
も
の
は
「
徳
と
正
義
に
お
い
て
特
に
卓
越
し
て
い
る
わ
け
で

に
よ
っ
て
不
幸
へ
と
転
落
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ

は
な
い
人
が
、
悪
徳
や
邪
悪
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
過
ち
（
弘
、
ぬ
も
え
ぬ
）

の
人
は
ま
た
、
大
い
な
る
名
声
と
幸
福
の
う
ち
に
あ
る
人
々
の
一
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

（ロ－

E印
ω即
日

1
5）
」
と
一
一
一
口
う
。

つ
ま

り
、
穂
と
悪
徳
と
の
中
間
的
人
物
が
、
過
ち
に
よ
っ
て
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
転
落
す
る
場
合
を
よ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
た
ま
し
さ

が
謂
れ
な
き
災
悪
を
蒙
る
人
に
対
し
て
、
恐
れ
が
我
々
に
相
似
た
人
の
不
幸
に
対
し
て
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
選
ば
れ
る

の
は
不
幸
か
ら
幸
福
へ
の
転
換
で
は
な
く
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
の
転
換
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
特
に
す
ぐ
れ
て
も

（
初
〉

い
な
い
が
邪
悪
で
も
な
い
と
い
う
主
人
物
の
設
定
は
、
こ
の
人
物
へ
の
観
客
の
共
感
を
誘
う
に
充
分
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で

（
幻
〉

は
、
「
諸
事
態
の
激
変
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
逆
転
」
は
、
「
大
い
な
る
名
声
と
幸
福
の
う
ち
に
あ
る
人
」
が
ま
さ
に
不
幸
へ
と
転
落
す

る
、
そ
の
決
定
的
な
場
面
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
幻
〉

さ
ら
に
ま
た
M
章
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
中
核
合
な
す
い
わ
ゆ
る
パ
ト
ス
（
苦
難
、
惨
行
－
H
応舎内）

に
つ
い
て
規
定
し
、

「
苦
難
が
近
親
関
係
の
中
に
起
こ
る
場
合

l
た
と
え
ば
兄
弟
が
兄
弟
を
、
息
子
が
父
親
を
、
母
親
が
息
子
を
、
息
子
が
母
親
を
、
殺
害

し
た
り
、
殺
害
し
よ
う
と
し
た
り
、
他
の
何
か
そ
の
種
の
こ
と
を
行
な
っ
た
り
す
る
場
合

l
こ
の
よ
う
な
場
合
を
こ
そ
詩
人
は
も
と
め



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

E－
E印
ω
U
5
1
N
N）
」
と
言
う
。

つ
ま
り
、
苦
難
は
近
親
関
係
の
中
に
起
こ
る
場
合
に
こ
そ
、
と
り
わ
け
悲
劇
的

感
情
を
喚
起
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
苦
難
の
描
き
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
つ
の
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

）
 

I
 

（
 
相
手
と
の
近
親
関
係
を
知
り
な
が
ら
あ
る
恐
ろ
し
い
行
為
を
も
く
ろ
み
、

し
か
も
実
際
に
そ
れ
を
果
た
さ
な
い
場
合
。

(2) 

相
手
と
の
近
親
関
係
を
知
り
な
が
ら
、
あ
る
恐
ろ
し
い
行
為
を
な
す
場
合
。

(3) 

相
手
と
の
近
親
関
係
を
知
ら
ず
に
あ
る
恐
ろ
し
い
行
為
を
な
し
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
近
親
関
係
を
認
知
す
る
場
合
。

ミュートスにおける論理性と反期待性

(4) 

相
手
と
の
近
親
関
係
を
知
ら
ず
に
あ
る
恐
ろ
し
い
行
為
を
な
そ
う
と
す
る
が
、
そ
の
行
為
を
果
た
す
前
に
近
親
関
係
を
認
知
す

る
場
合
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
仰
と

ωを
高
く
評
価
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
近
親
関
係
で
の
惨
行
と
い
う
そ
れ
自
体
忌
ま
わ

し
い
行
為
は
、
こ
れ
を
登
場
人
物
が
意
識
的
に
な
す
場
合
に
は
、
も
は
や
「
過
ち
」
と
は
呼
べ
ず
た
だ
「
忌
む
べ
き
も
の

（
克
己
も
向
日
ゼ
）
」

と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
登
場
人
物
が
無
知
の
ゆ
え
に
行
な
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
過
ち
」
で
あ
り
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
を
喚
起
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
こ
の
近
親
関
係
を
知
る
に
い
た
る
「
認
知
」
が
そ
の
悲
劇
の
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
か
、
ぎ
り
で
は
、
「
無
知
か
ら
知
へ
の
転
換
」
と
い
う
定
義
は
、
具
体
的
に
は
近
親
関
係
に
か
か
わ
る

無
知
と
知
と
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
日
章
に
お
い
て
、
「
人
間
を
対
象
と
す
る
認
知
が
契
機
と
な
っ
て
、
幸
福
あ
る
い
は
不
幸
な
結
未
が
も
た
ら
さ
れ
る
（

H
H

・

z
s
t
N
1
3
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
き
、
「
認
知
」
は
ま
た
「
逆
転
」
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
登
場
人
物

の
近
親
関
係
に
か
か
わ
る
認
知
が
、
彼
の
運
命
の
転
換
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
従
っ
て
認
知
は
ま
さ
に
幸
福
と
不
幸
と
の
分
岐
点
と

11 

な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
「
認
知
」
と
「
逆
転
」
と
の
一
致
の
典
型
を
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
お
い
て
み
る
こ
と
が
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（

お

〉

で
き
よ
う
。

四

筋
に
お
け
る
論
理
的
反
期
待
性

こ
こ
で
再
び
本
題
に
帰
っ
て
、
筋
に
お
け
る
論
理
性
と
反
期
待
性
と
い
う
相
異
な
る
要
請
が
、

い
か
に
し
て
調
停
さ
れ
る
か
を
改
め

て
間
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

テ
ル
フ
ォ
ー
ド
は
、
先
の
9
章
の
「
予
期
に
反
す
る
し
と
「
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
」
と
の
あ
い
だ
に
時
間
的
断
絶
を
認
め
、

以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
当
初
あ
る
出
来
事
が
先
立
つ
事
態
か
ら
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
起
こ
っ
て
し

ま
っ
た
あ
と
は
、
そ
れ
が
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
出
来
事
が
最
も
驚
嘆
す
べ
き
も
の
と

（
川
品
）

な
る
の
で
あ
る
」
。
確
か
に
、
我
々
も
ま
た
当
初
全
く
予
想
外
に
み
え
た
事
件
に
、
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
原
因
や
理
由
を
発
見
す

る
場
合
が
あ
る
。
推
理
小
説
に
お
け
る
謎
解
き
の
ご
と
き
も
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
解
釈
は
有
効

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
は
こ
の
解
釈
は
直
ち
に
適
用
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
通
り
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の

ほ
と
ん
ど
は
題
材
を
神
話
伝
承
に
仰
ぐ
の
で
あ
り
、
「
詩
学
』
に
お
い
て
も
「
伝
承
さ
れ
た
物
語
の
筋
は
く
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
に

せ
よ
、
：
：
：
伝
承
さ
れ
た
も
の
を
巧
み
に
用
い
る
方
法
は
、
詩
人
自
身
が
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
（

H
K
H

・H

A印

ω
t
N
N
1

民
）
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
詩
人
が
神
話
伝
承
に
取
材
す
る
悲
劇
の
筋
を
く
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
観
客
に
と
っ
て
は
、
そ
の

劇
の
展
開
は
周
知
の
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
初
か
ら
劇
の
展
開
を
予
想
し
て
い
る
観
客
に
と
っ
て
、
文
字
通
り
「
反
予
期
」
や
こ

れ
に
も
と
づ
く
驚
き
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。



、
も
ち
ろ
ん
お
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
創
作
悲
劇
に
つ
い
て
も
「
悲
劇
に
お
い
て
も
、

よ
く
知
ら
れ
た
名
前
が
一
っ
か
二
つ
で
あ
り
他
は

作
ら
れ
た
名
前
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
ぎ
た
知
ら
れ
た
名
前
が
一
つ
も
な
い
よ
う
な
悲
劇
も
い
く
つ
か
あ
る
。
：
：
：
悲
劇
作
家
は
伝
承

（。・

E
臼
σ
5
1
N印
）
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
創
作
悲
劇
の
場
合
な
ら
ば
、

の
物
語
の
筋
に
、
む
や
み
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い

反
期
待
性
の
要
求
は
容
易
に
実
現
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
神
話
伝
承
に
「
む
や
み
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
」
と

ミュートスにおける論理性と反期待性

述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
殊
更
に
創
作
悲
劇
を
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
今
や
最
上
の
悲
劇
は
、
少
数
の
家
門

（

5
・
E
E同
店
1
5ど
と
い
っ
た
一
節
に
み
る
ご
と
く
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
詩
作
の
主
眼
は
、
神

を
め
ぐ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

話
伝
承
を
い
か
に
「
巧
み
に
」
用
い
る
か
に
懸
っ
て
く
る
。
実
際
、
現
存
の
悲
劇
作
品
を
見
る
か
ぎ
り
で
も
、
。
フ
ロ
ロ
ゴ
ス

（

序

詞

）

が
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
以
前
の
状
況
を
説
明
し
た
り
、

さ
ら
に
は
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
事
件
を
予
告
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ

て
、
観
客
が
劇
の
展
開
を
全
く
予
想
で
き
ず
、
「
反
期
待
」
や
「
驚
き
」
の
感
情
を
も
っ
と
は
考
え
難
い
。

そ
こ
で
ル
l
カ
ス
は
、
こ
の
「
予
期
に
反
す
る
」
を
観
客
に
で
は
な
く
、
登
場
人
物
に
結
び
つ
け
る
立
場
を
と
る
。

つ
ま
り
、
筋
の

反
期
待
性
を
登
場
人
物
に
割
当
て
、
観
客
に
と
っ
て
あ
ら
か
じ
め
予
想
さ
れ
蓋
然
的
必
然
的
に
見
え
る
展
開
で
も
、
登
場
人
物
に
と
っ

て
は
予
期
に
反
し
驚
き
を
伴
う
こ
と
が
充
分
可
能
で
あ
る
、

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
認
知
」
も
「
逆
転
」
も
そ
れ
ら

は
と
も
に
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
反
期
待
性
の
契
機
と
な
る
。

そ
れ
で
は
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
予
期
に
反
す
る
出
来
事
が
、
何
故
観
客
に
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
と
を
喚
起
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ル
l
カ
ス
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
観
客
は
、
多
少
な
が
ら
も
驚
き
を
含
む
登
場
人
物
の
感
情
を
共
有
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
観
客
は
自
ら
と
登
場
人
物
と
を
同
一
視
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
：
：
：
我
々
は
、
自
分
の
前
途
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
登

13 

場
人
物
に
共
感
す
る
と
き
、
あ
る
意
味
で
彼
の
前
途
に
関
し
て
我
々
の
す
で
に
も
っ
て
い
る
予
備
知
識
を
留
保
す
る

の

（
田
口
問
問
〕
巾
ロ
【
日
）
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（

お

）

で
あ
る
L

。
つ
ま
り
、
我
々
が
自
分
の
前
途
を
予
知
で
き
な
い
登
場
人
物
に
共
感
す
る
と
き
、
我
々
は
彼
の
前
途
を
知
っ
て
い
な
が
ら

も
あ
た
か
も
知
ら
な
い
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
劇
の
展
開
を
予
想
し
な
が

ら
も
、
観
客
は
、
劇
中
の
登
場
人
物
の
一
一
一
口
動
に
共
感
し
感
情
移
入
の
果
て
に
彼
と
一
体
化
す
る
と
き
、
そ
の
劇
の
展
開
に
つ
い
て
の
予

備
知
識
を
留
保
抑
圧
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
予
期
に
反
す
る
出
来
事
が
、
観
客
に
と
っ
て
も
予
期
に
反
す

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
詩
が
詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
、
観
客
も
ま
た
、
筋
に
よ
っ
て
同
じ
領
域
に
誘
い
こ
ま
れ
る
と
き
、
観
客
と

登
場
人
物
と
が
一
体
化
し
、
同
じ
感
情
を
共
有
す
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
が
驚
く
べ
き
真
相
を
認
知
す

る
と
き
、
観
客
に
と
っ
て
も
そ
の
真
相
の
認
知
は
驚
き
の
感
情
を
喚
起
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

さ
ら
に
ル
l
カ
ス
は
、
観
客
が
あ
ら
か
じ
め
予
備
知
識
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

い
な
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
単
純
な
驚
き
で
は
な

く
、
皮
肉
な
効
果
が
産
出
さ
れ
る
と
本
語
っ
て
い
る
。
「
劇
的
皮
肉
（
号
回
目
白
片
付
町
。
ロ
可
）
の
効
果
は
、
：
：
：
観
客
が
気
づ
い
て
い
な
が

ら
も
共
有
し
て
い
な
い
、
登
場
人
物
の
錯
誤
（
邑

E
芯
ロ
）
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
。
観
客
が
前
も
っ
て
筋
の
概
略
を
知
っ
て
い
る

〈

お

）

か
、
あ
る
い
は
序
詞
に
お
い
て
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
の
演
劇
に
お
い
て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
」

0

つ
ま
り
、
観
客
は
前

も
っ
て
筋
の
概
略
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

た
と
え
自
ら
を
登
場
人
物
と
一
体
化
す
る
に
し
て
も
、
彼
と
と
も
に
錯
誤
を
犯
す
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
犯
す
錯
誤
の
真
相
を
、
観
客
は
最
初
か
ら
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
劇
的
皮
肉
の
効
果
が
産

出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
観
客
が
事
件
の
真
相
に
文
字
通
り
驚
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
劇
的
な
効
果
と
は
な
り
え
な
い
。
あ

ら
か
じ
め
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
観
客
は
、
無
知
の
ゆ
え
に
近
親
関
係
に
お
け
る
惨
行
を
犯
す
登
場
人
物
に
、
運
命

の
皮
肉
さ
を
痛
感
す
る
の
で
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
は
父
も
母
も
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
観
客
に
は
ラ
イ
オ
ス
が
彼
の



父
で
あ
り
、

イ
オ
カ
ス
テ
が
彼
の
母
で
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
錯
誤
を
見
抜
い
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
彼
に
共
感
す
る
観
客
は
、
運
命
の
皮
肉
さ
に
よ
り
一
層
い
た
ま
し
さ
と
恐
れ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

ル
1
カ
ス
は
、
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
予
想
外
の
出
来
事
が
、
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
論
理
的
に
展
開
す
る
場
合
に
、

か
の
悲

劇
的
感
情
が
最
も
よ
く
喚
起
さ
れ
る
、

と
結
論
し
た
。
こ
の
解
釈
は
、
『
詩
学
』
を
離
れ
て
演
劇
一
般
に
も
適
用
さ
れ
る
利
点
を
も
っ

ミュートスにおける論理性と反期待性

て
い
る
。
あ
る
劇
作
家
が
、
歴
史
上
の
事
件
を
題
材
と
し
、
人
口
に
謄
灸
し
て
い
る
物
語
を
取
り
あ
げ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
や
は
り

劇
場
に
足
を
運
ぶ
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
劇
の
結
末
が
予
め
知
っ
て
い
た
通
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
劇
的
な
感
興
を
そ
が

れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
l
カ
ス
は
、

た
し
か
に
『
詩
学
』
の
現
代
に
も
適
用
さ
れ
る
有
効
な
解
釈
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

ル
l
カ
ス
の
解
釈
に
は
な
お
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
余
地
が
る
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
予

期
に
反
す
る
」
と
は
即
自
的
に
は
登
場
人
物
に
結
び
つ
き
、
共
感
に
基
づ
く
予
備
知
識
の
留
保
抑
圧
に
よ
っ
て
付
帯
的
に
観
客
に
結
び

つ
く
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
予
期
に
反
す
る
」
と
い
う
言
い
方
と
並
置

さ
れ
て
い
た
「
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
」
が
、
即
自
的
に
観
客
に
作
用
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
並
置
さ
れ
て
い
る
二
つ

の
要
素
の
う
ち
、

一
方
を
観
客
へ
、
他
方
を
登
場
人
物
へ
と
結
び
つ
け
る
ル
l
カ
ス
の
解
釈
は
、
あ
ま
り
に
も
好
都
合
と
い
う
べ
き
で

は
な
い
か
。
「
予
期
に
反
す
る
」
は
、
登
場
人
物
と
結
び
つ
く
に
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
や
は
り
観
客
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

問
題
は
再
び
出
発
点
に
も
ど
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
範
と
す
る
筋
が
そ
れ
自
体
と
し
て
倫
理
的
に
望
ま

し
い
行
為
よ
り
も
、
む
し
ろ
忌
ま
わ
し
い
行
為
を
中
心
と
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
我
々
と
相
似
た
人
の
過
ち
に
よ
る
不
幸
へ
の
転

15 

落
、
近
親
関
係
の
無
知
ゆ
え
の
苦
難
、
あ
る
い
は
惨
行
を
な
し
た
あ
と
の
近
親
関
係
の
認
知
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
観
客
の
倫
理
感
か
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ら
す
れ
ば
～
忌
む
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
、
登
場
人
物
が
期
待
し
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
観
客
も
ま
た
決
し
て
期
待

は
し
な
い
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
よ
る
近
親
関
係
の
認
知
、
あ
る
い
は
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
に
よ
る
弟
殺
し
は
、
か
く
て
ま
さ
に
観
客
の
期
待

し
な
い
出
来
事
で
あ
り
、
観
客
の
側
の
反
期
待
性
を
担
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
予
期
に
反
す
る
」
と
い
う
一
節
は
観
客
に
も
結
び
つ
く
可
能
性
を
も
っ
。
予
期
に
反
す
る
出

来
事
が
、

い
た
ま
し
さ
や
恐
れ
を
最
も
喚
起
す
る
の
は
、
観
客
が
登
場
人
物
と
一
体
化
す
る
と
と
も
に
、
出
来
事
そ
の
も
の
が
観
客
の

日
常
的
倫
理
感
に
と
っ
て
期
待
に
反
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
予
期
に
反
し
な
が
ら
、
相
互
の
因
果
関
係
に
よ
っ
て
」
と

は
、
観
客
の
期
待
し
な
い
出
来
事
が
、
蓋
然
性
と
必
然
性
と
に
従
っ
て
生
起
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
観
客
は
、
予
備
知
識
に
よ
っ
て

あ
ら
か
じ
め
事
件
の
真
相
を
知
っ
て
お
り
、
劇
の
結
末
を
予
想
し
う
る
が
、
事
件
の
真
相
や
結
末
は
観
客
の
道
義
感
か
ら
み
て
決
し
て

望
ま
し
く
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筋
は
蓋
然
性
と
必
然
性
と
に
よ
っ
て
、
否
応
な
し
に
こ
の
望
ま
し
か
ら
ぬ
真
相
や
結
末
を
観

客
に
突
き
付
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
観
客
の
道
義
上
期
待
し
な
い
出
来
事
を
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
が
現
実
に
生
起
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ま
ざ
ま
ざ
と
現
前
さ
せ
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
筋
の
も
つ
想
像
的
機
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
観
客
は
背
徳
的
行
為
の
生
起
を
自
ら
の
道
義
的
立
場
か
ら
期
待
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筋
の
論
理
性
に
よ
っ
て
こ
れ

を
想
像
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
観
客
は
か
か
る
出
来
事
を
予
想
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
れ
を

エ
ル
ス
は
こ
の
微
妙
な
一
点
を
と
ら
え
て
、
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
つ
い
て
の
独
特
の
戦
標
も
、
我
々
が

ハ
釘
〉

最
初
か
ら
期
待
し
な
い
破
局
を
期
待
す
る
と
い
う
背
理
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
言
う
。
「
期
待
し
な
い
破
局
を
期
待
す
る
と
い
う
背
理
」
、

期
待
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
劇
的
皮
肉
の
効
果
を
一
一
層
高
め
る
動
因
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
「
認
知
」
や
「
逆
転
」
が
、
「
最
も
人
の
心
を
動
か

す
」
と
語
ら
れ
る
の
も
、
観
客
が
既
に
知
っ
て
い
な
が
ら
そ
の
生
起
を
忌
避
し
て
い
る
結
末
が
、
両
者
に
よ
っ
て
舞
台
上
に
一
挙
に
顕



現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
然
性
と
必
然
性
と
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
「
認
知
し
と
「
逆
転
」
は
、
観
客
の
反
期
待
性
を
緊
張
の
極
へ
と

も
た
ら
す
。
か
の
忌
ま
わ
し
い
行
為
の
真
相
を
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
み
な
ら
ず
、
観
客
に
も
痛
切
に
感
事
し
さ
せ
る
の
が
、
「
認
知
L

と
「
逆

転
」
の
効
果
な
の
で
あ
る
。
「
認
知
と
は
、
あ
る
人
聞
の
状
況
に
内
在
し
て
い
る
潜
在
感
情
が
、

（

お

）

最
高
の
力
に
達
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
」
。

い
わ
ば
放
電
の
瞬
間
の
ご
と
く
に
、

詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
筋
は
、

ミュートスにおける論理性と反期待性

一
方
で
そ
の
論
理
性
に
よ
っ
て
作
品
と
観
客
と
を
結
び
つ
け
観
客
と
登
場
人
物
と
の

一
体
化
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
他
方
、
す
で
に
予
備
知
識
を
も
っ
て
い
る
観
客
は
、
筋
に
よ
っ
て
そ
の
想
像
力
を
刺
激
さ
れ
、
自
ら
の

期
待
し
な
い
結
末
を
予
想
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
パ
ン
タ
シ
ア
と
い
う
想
像
的
機
能
を
介
し
て
、
筋
は
詩
人
と
作
品
と
観
客

と
の
言
わ
ば
橋
渡
し
役
を
務
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
筋
は
論
理
性
と
同
時
に
反
期
待
性
を
も
担
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
論
理
的
反
期
待
性
と
い
う
背
理
を
担
っ
て
い
る
筋
は
、
ま
る
で
「
一
つ
の
完
全
な
生
き
も
の
」
の
よ
う
に
観
客
に
働
き
か

け
、
悲
劇
的
感
情
を
最
も
喚
起
す
る
と
と
も
に
遂
に
は
そ
の
感
情
を
「
悲
劇
団
有
の
快
」
へ
と
純
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
筋
は
悲
劇
の
魂
で
あ
り
原
理
で
あ
り
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注
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あ
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。
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従
っ
て
、
詩
作
の
普
遍
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
れ
ほ
ど
普
遍
的
な
対
象
を
模
倣
し
よ
う

と
し
て
も
、
対
象
が
感
覚
対
象
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
詩
は
「
真
理
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
三
番
目
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
存
在
論
的
位
置
づ
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こ
の
中
間
的
人
物
は
、
決
し
て
我
々
と
同
等
の
平
凡
な
人
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
人
物
は
特
に
は
す
ぐ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ

り
、
や
は
り
す
ぐ
れ
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
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お
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て
定
義
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い
る
。

し
か
し
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厳
密
に
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ば
『
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デ
ィ
プ
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王
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、
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認
知
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逆
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。
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