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「
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代

B
e
r
l
i
n
e
r
K
i
n
d
h
e
i
t
 

u
m
 ne
u
n
z
e
h
n
h
u
n
d
e
r
t
』
の
最
終
稿
(
-
九
三
八
）
ー
に
お
い
て
、
冒

2

を
読
解
す
る
こ
と
が
、
以
下

頭
に
配
さ
れ
た
「
回
廊

L
o
g
g
i
e
n
」

の
試
み
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
を

出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
、
諸
断
章
の
配
列
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

計
画
を
も
っ
て
い
た
。
跨
頭
に
置
か
れ
る
断
章
の
候
補
と
し
て
は

「
テ
ィ
ー
ア
ガ
ル
テ
ン

T
i
e
r
g
a
r
t
e
n
」
、
な
ら
び
に
「
ム
ン
メ
レ
ー
レ
ン

M
u
m
m
e
r
e
h
r
e
n
」
が
あ
っ
た
が
3

、
最
終
的
に
は
「
回
廊
」
が
選
ば

れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
、
の
ち
に
扱
う
最
終
稿
に
付
さ
れ
た
「
序
言

V
o
r
w
o
r
t
」
と
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
序
言
」
と
「
回
廊
」
の
読
解
は
、
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
と
い

う
謎
め
い
た
作
品
の
解
明
の
手
掛
か
り
を
得
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
別

の
諸
断
章
の
詳
細
な
読
解
の
準
備
と
し
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
試
み
が

は
じ
め
に

を
め
ぐ
っ
て

つ
の
閉
じ
た
作
品
へ
と
収
束
す
る
よ
う
構
想
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
時
代
に
取
り
組
ま
れ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
別
の

仕
事
と
無
開
係
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
は
、
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
(
-
九
二
七
ー

一
九
四

0
)
な
ら
び
に
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
(
-
九
四

0
)
と

の
関
連
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
哲
学
的
思
考
に
と
っ

て
、
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
い
の
も
と
に
読
む
必
要
が

あ
る
。
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
が
、
十
九
世
紀
パ
リ
に
お
け
る
資
本
主
義

文
化
を
、
そ
の
体
験
の
感
性
的
な
相
に
お
い
て
分
析
し
、
「
近
代
の
原

史
U
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
d
e
r
 M
o
d
e
r
n
e
」
を
探
り
当
て
る
試
み
な
ら
ば
4

、
そ

の
主
観
的
な
対
応
物
が
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
5

。
い
わ
ば
「
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
方
法
論
的
な
モ
デ
ル
が
『
ベ
ル

リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
あ
る
の
だ
。
し
か
し
、
な
ぜ
個
人
的
な
回
想
が
、

十
九
世
紀
の
都
市
文
化
の
分
析
の
根
抵
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の

も
つ
意
味
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
断
章
群
は
ひ
と

ま
な
ざ
し
の
原
史

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」

「
回
廊
」 の

森

田

圃
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I 論文 1 まなざしの原史 1

か
。
す
で
に
こ
こ
か
ら
、
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
を
た
ん
な
る
個

人
的
な
回
想
と
し
て
の
み
読
む
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
可
能
性
を
捉
え

損
ね
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
の
ち
に
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
、
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
が
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
の
は
、

人
間
の
経
験
の
構
造
を
根
抵
か
ら
規
定
す
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
な
の
で
あ

る。
さ
ら
に
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
と
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

と
の
共
通
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
け
ば
、
両
者
で
は
と
も
に
想
起
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
想
起
の
主
体
は
、
普
通
は
一
個
人
だ
が
、
歴
史
を

想
起
の
対
象
に
す
る
と
言
う
場
合
、
経
験
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
想
起

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
主
体
は
個
人
を
超
え
た
も
の
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
歴
史
の
想
起
は
あ
る
種
の
隠
喩
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
歴
史
が
想
起
で
あ
る
と
は
、
文
字
通

り
の
意
味
で
の
想
起
で
あ
っ
て
隠
喩
で
は
な
い
。
で
は
経
験
さ
れ
な
い

過
去
を
ひ
と
は
い
か
に
し
て
想
起
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
従
事
す
る

た
め
に
も
、
「
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
読
解
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
の
想
起
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
個

人
が
、
そ
の
主
体
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
主
体
の
地
位
は
、
必
ず
し
も
個
人
と
同
一
視
し
う
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
想
起
の
問
題
は
、
以
下
の
分
析
で
は
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
想
起
が
、
〈
ま
な
ざ
し
の
原
史
〉
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
そ
の
見
通
し

を
開
い
て
お
き
た
い
。

予
防
接
種
の
比
喩

「
序
言
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
を

ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
作
品
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
序
言
」
の
全
文
を

引
用
し
て
お
く
。

一
九
三
二
年
、
外
国
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
、
そ
う
遠
く
な
い
う

ち
に
、
比
較
的
長
く
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
永
続
的
に
生
れ
た
街
に

別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
私
に
明
ら
か
に
な
り

始
め
た
。
予
防
接
種
の
方
法
が
何
回
か
内
的
生
活
に
お
い
て
効
果

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
態
に

あ
っ
て
、
私
は
こ
の
こ
と
を
尊
重
し
、
亡
命
生
活
に
お
い
て
も
っ

と
も
強
く
郷
愁
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
イ
メ
ー
ジ

「
序
言
」
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
概
念
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幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
意
図
的
に
自
分
の
う
ち

に
呼
び
起
こ
し
た
。
そ
の
際
、
憧
憬
の
感
情
は
、
痘
苗
が
健
康
な

身
体
を
支
配
し
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
く
、
精
神
を
支
配
し
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
洞
察
に
よ
っ
て
私
は
、
イ
メ
ー

ジ
を
、
偶
然
的
で
伝
記
的
な
過
去
の
回
復
不
可
能
性
の
う
ち
に
で

は
な
く
、
必
然
的
で
社
会
的
な
過
去
の
回
復
不
可
能
性
の
う
ち
に

抑
制
し
よ
う
と
努
め
た
。

こ
の
こ
と
に
は
、
経
験
の
深
奥
よ
り
も
む
し
ろ
経
験
の
連
続
性
に

お
い
て
際
立
つ
こ
と
に
な
る
伝
記
的
な
諸
特
徴
が
、
こ
の
試
み
に

お
い
て
ま
っ
た
く
後
退
す
る
と
い
う
こ
と
が
伴
う
こ
と
に
な
っ

た
。
ま
た
伝
記
的
な
諸
特
徴
と
と
も
に
私
の
家
族
な
ら
び
に
私
の

同
僚
た
ち
の
相
貌
ま
た
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
私
は
、
大
都
市
の
経
験
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に
属
す
る
ひ
と
り

の
子
ど
も
の
う
ち
で
結
晶
化
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
手
に
入
れ

よ
う
と
試
み
た
。

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
あ
る
固
有
の
運
命
が
委
ね
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
私
は
思
う
。
田
舎
で
過
ご
さ
れ
た
幼

年
時
代
の
思
い
出
が
、
数
世
紀
来
の
自
然
感
情
に
お
い
て
、
特
定
の

形
式
を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
る
の
と
は
違
い
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
は
、
い
ま
だ
形
式
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
形
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
私
の
大
都
市
に
お
け
る
幼
年
時
代
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
そ
の
内
奥
に
お
い
て
、
後
の
歴
史
的
な
経
験
を
前
も
っ

て
形
成
し
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
か
ら
そ
う
私
は
望
む
の
だ
が
、
こ
こ
で
話
題
に

な
っ
て
い
る
者
が
、
彼
の
幼
年
時
代
に
与
え
ら
れ
て
い
た
庇
護
を
、

後
に
い
か
に
断
念
し
た
の
か
に
気
づ
く
に
違
い
な
い
。

(
W
I
l
l
)
3
8
5
)
 

一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「
憧
憬
の
感

情
d
a
s
G
e
f
i
i
h
l
 d
e
r
 S
e
h
n
s
u
c
h
t
」
が
生
を
支
配
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う

に
、
予
防
接
種
の
方
法
を
も
っ
て
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
は
伝
記
的
な

側
面
は
で
き
う
る
か
ぎ
り
後
景
に
退
く
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
た
動

機
は
、
時
代
状
況
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
し
て
再
び
ベ
ル
リ
ン
に
戻
る
こ
と

を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ベ
ル
リ
ン
の
思
い
出
に
そ
れ
ほ
ど
執
着
を
も
っ
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
の
「
回
廊
」
の
読
解
で
明
ら
か
に
す
る

が
、
故
郷
を
決
定
的
に
去
る
と
い
う
こ
と
の
衝
撃
を
弱
め
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
憧
憬
の
感
情
に
精
神
を
支
配
さ
れ
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
こ
と
の

み
が
、
こ
の
動
機
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
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I 論文 1 まなざしの原史 1

く
、
幼
年
時
代
の
回
想
は
、
当
時
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
と
っ
て
決

定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
用
い
る
比
喩
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
ワ
ク
チ
ン
に
見
立

て
、
体
内
に
摂
取
す
る
こ
と
で
抗
体
を
形
成
し
、
憧
憬
の
感
情
に
対
す

る
免
疫
を
獲
得
す
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
予
防
接
種
の
方
法
と
い

う
も
の
を
い
か
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
強
調
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
っ
と
も
強
く
郷
愁
を
引
き
起
こ
す

イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
、
ワ
ク
チ
ン
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
幼
年
時
代
へ
と
ひ
と
を

引
き
戻
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
過
去
へ
の
憧
憬
を

い
か
に
し
て
遮
断
す
る
か
で
あ
る
。

予
防
接
種
の
比
喩
を
真
面
目
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
二

つ
の
条
件
の
も
と
で
、
す
な
わ
ち
第
一
に
、
抗
体
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
が

そ
も
そ
も
過
去
へ
の
憧
憬
を
あ
た
う
る
か
ぎ
り
引
き
起
こ
さ
な
い
も
の

で
あ
り
、
第
二
に
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
幼
年
時
代
の

思
い
出
に
関
係
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
達
成
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
不
意
に
襲
う
思
い
出
に
対
し
て
抗
体
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
憧
憬
の
感
情
を
除
去
す

べ
く
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
は
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
明
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
最
も
郷
愁
を
引
き
起
こ
す
イ
メ
ー
ジ
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

イ
メ
ー
ジ
の
構
造

経
験
の
連
続
性
で
は
な
く
、
経
験
の
深
み
に
お
い
て
際
立
つ
イ
メ
ー

ジ
の
獲
得
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
矛
盾
を
解
く
た
め
の
大
き
な

示
唆
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
は
時
間
的
な
連
続
性
の
う
ち
に

存
す
る
一
断
片
で
は
な
く
、
経
験
の
深
奥
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
で
は
時
間
の
連
続
性
の
底
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
い
っ

た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
イ
メ
ー

ジ
と
は
、
具
体
的
な
過
去
の
思
い
出
に
よ
っ
て
汲
み
尽
く
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
具
体
的
な
過
去
の
思

い
出
を
集
約
し
、
可
能
に
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に

幼
年
時
代
そ
の
も
の
が
芋
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
、
憧
憬
の
感
情
を
抑
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
時
点
で
の
想
起
の
主
体
が
時

間
的
に
遡
れ
る
過
去
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
っ
と
も
強
く
郷
愁
を
惹

起
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
幼
年
時
代
そ
の
も
の
を
含
ん
で
い
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連
続
的
な
時
間
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
契
機
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
験
の
深
奥
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

経
験
の
連
続
性
を
か
ぎ
り
な
く
削
ぎ
落
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
具
体

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
具
体
性
が
す
べ
て
イ
メ
ー
ジ
の
構
造
を
描

き
出
す
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
ベ
ル

リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
す
べ
て
の
断
章
は
、
そ
の
具
体
的
な
詳
細
を
最

大
限
に
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
れ
る
構
造
に
注
視
し
な
が
ら
、
読

む
必
要
が
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
過
去
の
社
会
的
な
回
復
不
可
能
性
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
の
は
、
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
、
た
ん

な
る
個
人
的
な
回
想
を
超
え
て
、
あ
る
種
の
普
遍
性
を
帯
び
て
い
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
わ
ば
「
私
」
の
思
い
出

で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
私
」
を
超
え
た
も
の
の
思
い
出
で
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
も
「
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
構
造
に
よ
っ

て
説
明
可
能
だ
ろ
う
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
示
す
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
個
と
普
遍
の
い
わ
ば
弁
証
法
を
確

証
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
こ
こ
で
「
回
廊
」
の
読
解
に
移
る
こ
と
に

し
よ
う
。

る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
思
い
出

(11
イ
メ
ー
ジ
）
は
、

ま
な
ざ
し
の
想
起
と
親
密
性

「
回
廊
」
と
訳
し
た
ロ
ッ
ジ
ア
〔
L
o
g
g
i
a
〕
は
、
イ
タ
リ
ア
起
源
の

建
築
様
式
で
あ
り
、
こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
中
庭
を
取
り
囲

む
か
た
ち
で
住
居
に
接
し
て
い
る
歩
廊
の
こ
と
で
あ
る
。
「
回
廊
」
の

読
解
の
た
め
に
は
、
個
々
の
主
題
や
表
現
に
つ
い
て
の
詳
細
な
註
釈
と

と
も
に
な
さ
れ
る
べ
き
だ
が
6

、
以
下
で
は
そ
の
作
業
を
紙
幅
の
都
合

で
省
略
し
、
い
く
つ
か
の
主
題
に
し
ぼ
っ
て
解
釈
を
施
す
。
ま
ず
「
回

廊
」
の
冒
頭
部
を
引
用
す
る
。

自
ら
の
胸
に
新
た
に
生
ま
れ
た
者
を
起
さ
ぬ
よ
う
抱
く
母
の
よ
う

に
、
生
は
、
幼
年
時
代
の
な
お
優
し
い
思
い
出
を
長
い
あ
い
だ

抱
い
て
い
る
も
の
だ
。
私
の
幼
年
時
代
を
よ
り
親
密
な
仕
方
で
強

め
る
の
は
、
中
庭
へ
の
ま
な
ざ
し

[11
眺
め
〕
以
外
に
は
何
も
な

い
。
中
庭
に
面
す
る
暗
い
回
廊
の
う
ち
、
夏
に
は
日
よ
け
で
影
に

覆
わ
れ
る
回
廊
が
、
都
市
が
新
し
い
市
民
を
寝
か
し
つ
け
る
、
私

に
と
っ
て
の
ゆ
り
か
ご
で
あ
っ
た
。
回
廊
の
上
階
を
支
え
る
女
像

柱
は
、
こ
の
ゆ
り
か
ご
に
歌
い
か
け
る
た
め
に
、
一
瞬
、
自
ら
の

持
ち
場
を
離
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
歌
は
の
ち
に
私
を
待

ま
な
ざ
し
と
「
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」
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り
に
、
言
葉
そ
れ
に
よ
っ
て
中
庭
の
大
気
は
私
に
と
っ
て

永
続
的
に
陶
酔
的
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
た
を
含
ん
で
い

た
。
恋
人
を
抱
き
寄
せ
た
カ
プ
リ
島
の
葡
萄
畑
に
は
、
ま
だ
こ
の

大
気
と
同
じ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
大
気

の
う
ち
に
あ
る
の
が
、
女
像
柱
が
回
廊
の
高
み
に
お
い
て
ベ
ル
リ

ン
西
区
の
中
庭
を
轍
下
す
る
よ
う
に
、
私
の
思
考
を
統
率
す
る
イ

メ
ー
ジ
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の
だ
。

(VII/I,
3
8
6
)
 

冒
頭
に
お
い
て
、
生
と
想
起

(11
思
い
出
E
r
i
n
n
e
r
u
n
g
e
n
)

と
の
関

係
は
、
母
と
新
生
児
と
の
関
係
に
比
さ
れ
て
い
る
。
「
幼
年
時
代
の
思

い
出
」
は
、
生
に
と
っ
て
い
わ
ば
も
っ
と
も
切
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
も
も
っ
と
も
切
な
る
も
の
が
「
中
庭
へ
の
ま
な
ざ
し
11
眺
め

d
e
r
 B
l
i
c
k
 i
n
 H
o
f
e
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
ま
な
ざ
し
以
外
に
幼
年

時
代
の
想
起
を
「
よ
り
親
密
な
仕
方
で
i
n
n
i
g
e
r
」
強
め
る
も
の
は
な
い
。

つ
ま
り
、
生
と
幼
年
時
代
の
思
い
出
は
、
こ
の
ま
な
ざ
し
の
想
起
に
お

い
て
も
っ
と
も
親
密
な
関
係
を
結
ぶ
。
幼
年
時
代
の
想
起
と
は
、
こ
の

ま
な
ざ
し
の
想
起
な
の
で
あ
る
。
幼
年
時
代
と
ま
な
ざ
し
の
あ
い
だ
の

親
密
性
〔
I
n
n
i
g
k
e
i
t
〕
は
、
生
と
幼
年
時
代
の
想
起
の
あ
い
だ
の
関
係

を
特
徴
づ
け
も
す
る
だ
ろ
う
。
両
者
は
、
母
と
嬰
児
と
の
関
係
の
よ
う

ち
う
け
た
も
の
を
僅
か
し
か
含
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
代
わ

に
、
親
密
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

幼
年
時
代
の
想
起
と
は
、
こ
の
よ
う
な
親
密
性
を
郷
愁
に
お
い
て
表

現
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
想
起
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
親
密
な

関
係
を
破
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
想
起
は
過
去
を
反
復
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
何
か
が
反
復
さ
れ
る
た
め
に
は
反
復
さ
れ
る
も
の
が

す
で
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
完
了
し
て
し
ま
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幼
年
時
代
を
想
起
す
る
と
は
、

現
在
の
生
に
と
っ
て
幼
年
時
代
が
、
決
定
的
に
過
ぎ
去
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味

で
想
起
は
、
幼
年
時
代
を
決
定
的
に
過
ぎ
去
ら
せ
る
、
生
と
幼
年
時
代

の
親
密
な
関
係
を
破
る
行
為
で
も
あ
る
。
想
起
に
お
い
て
郷
愁
が
親
密

性
へ
の
傾
向
を
表
現
し
て
い
る
な
ら
、
「
序
言
」
に
お
け
る
「
幼
年
時

代
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
逆
に
親
密
性
と
い
う
も
の
が
、
す
で
に
不
可

能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
「
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」

こ
そ
が
郷
愁
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
想

起
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
二
つ
の
背
反
す
る
傾
向
を
内
包
し
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
ま
な
ざ
し
と
い
う
も
の
が
、
す
で
に
親
密

な
関
係
を
破
る
も
の
で
も
あ
る
。
母
の
腕
の
な
か
で
眠
る
嬰
児
は
、
や

が
て
目
覚
め
、
外
界
と
関
係
し
は
じ
め
る
。
つ
ま
り
、
す
で
に
回
廊
か

ら
中
庭
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
親
密
性
が
失
わ
れ
て
い
る
か
、
失
わ
れ
つ
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つ
あ
る
こ
と
の
証
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
母
と
の
親
密
な
関
係
が
い
つ

か
破
ら
れ
る
よ
う
に
、
幼
年
時
代
の
思
い
出
も
や
が
て
目
覚
め
る
だ
ろ

う
。
こ
の
覚
醒
の
契
機
を
「
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
内
包
し
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
幼
年
時
代
の
思
い
出
が
目
覚
め
る
と
言
っ
た
が
、
幼

年
時
代
が
あ
る
特
定
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、

こ
の
ま
な
ざ
し
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
、
幼
年
時
代
の
思
い
出

が
目
覚
め
る
こ
と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

生
と
幼
年
時
代
の
思
い
出
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
、
親
密
性
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
生
は
幼
年
時
代
の
理
解
な
し
に
は
自

己
了
解
に
い
た
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
郷
愁
と
は
生
の

幼
年
時
代
へ
の
無
理
解
、
幼
年
時
代
の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
方
の
無
理
解

に
起
因
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
幼
年
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
繰
り

返
し
に
な
る
が
、
幼
年
時
代
の
ま
な
ざ
し
の
意
味
を
開
示
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド

こ
の
ま
な
ざ
し
の
理
解
の
た
め
に
描
か
れ
る
の
が
、
ま
ず
は
中
庭

と
回
廊
と
の
関
係
を
支
え
る
女
像
柱
と
訳
さ
れ
た
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド

[
 Ka
r
y
a
t
i
d
e
〕
で
あ
り
、
こ
の
柱
に
よ
っ
て
回
廊
は
神
話
空
間
と
し
て

描
出
さ
れ
て
い
る
7

。
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
は
、
カ
リ
ュ
ア
テ
ィ
ス
、
ラ

コ
ニ
ア
地
方
の
カ
リ
ュ
ア
イ
と
い
う
町
の
乙
女
た
ち
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
ア
ル
テ
ミ
ス
崇
拝
に
関
係
す
る
祭
り
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
た
踊
る
乙
女
の
こ
と
を
指
す
8

。
ま
た
あ
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、

カ
リ
ュ
ア
イ
の
乙
女
た
ち
の
歌
は
牧
歌
の
起
源
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
，
゜

こ
の
よ
う
な
伝
承
は
、
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
た
ち
の
歌
に
言
及
さ
れ
る
こ

と
の
理
由
を
明
か
す
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
の
歌
に
含
ま

れ
る
「
言
葉
S
p
r
u
c
h
」
に
よ
っ
て
中
庭
の
「
空
気
L
u
f
t
」
が
陶
酔
的
な

も
の
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
陶
酔
は
、
ア
ル
テ
ミ
ス
崇

拝
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
祭
り
に
お
け
る
舞
踏
に
関
連
づ
け
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

も
も
っ
。

「
言
葉
」
と
訳
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
S
p
r
u
c
h
は
、
通
常
は
簡
潔
な
言
葉
、

含
蓄
あ
る
言
葉
を
指
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
判
決
の
言
葉
と
い
う
意
味

つ
ま
り
、
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
の
歌
は
、
「
私
」
の
後
の
生
を

予
言
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
の
思
考
を
あ
る
種
の
仕
方

で
予
め
規
定
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
い
や
そ
も
そ
も
、
幼
年
時
代
の

ま
な
ざ
し
を
規
定
す
る
も
の
が
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
の
歌
な
の
で
あ
る
。

ま
な
ざ
し
の
想
起
は
、
ま
な
ざ
し
の
起
源
の
反
省
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
問
題
で
あ
る
の
は
、

ま
な
ざ
し
の
形
成
、
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
原
史
で
あ
る
。
〈
原

史
U
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
〉
と
は
、
決
し
て
想
起
さ
れ
え
ず
、
記
録
に
も
残
ら
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女
像
柱
は
回
廊
な
ら
び
に
中
庭
と
の
関
係
を
あ
ら
か
じ
め
整
序
す
る

結
構
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
言
葉
」
が
中
庭
の
大
気
を
支
配
し
て
い
る
。

い
わ
ば
言
語
ー
大
気
こ
そ
が
、
ま
な
ざ
し
を
開
か
せ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
な
ざ
し
が
開
く
の
は
、
回
廊
と
中
庭
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
隔
た

り
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に
根
源
的
な
隔
た
り
で
も
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
隔
た
り
は
敷
居
を
、
す
な
わ
ち
、
内
と
外
、
生
と
死
、
人

為
と
自
然
な
ど
の
敷
居
を
超
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
10

。
こ
の
隔
た

り
は
、
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
生
の
基
底
に
あ
る
。
し
か
し
、
ま
な
ざ
し
は

い
か
に
し
て
開
く
の
だ
ろ
う
か
。

反
復
と
イ
メ
ー
ジ

反
復
・
イ
メ
ー
ジ
・
合
図

な
い
が
、
現
に
あ
る
も
の
が
現
に
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
を
決
定
的
な

仕
方
で
規
定
し
て
い
る
過
去
と
理
解
し
て
お
く
。
こ
の
意
味
で
、
想
起

さ
れ
え
な
い
幼
年
時
代
は
、
原
史
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
回
廊
」

の
冒
頭
の
新
生
児
の
描
写
は
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
原
史
が
、
あ
る
い
は

原
史
の
探
求
が
問
題
に
な
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で

き
る
。

路
面
電
車
と
絨
毯
を
叩
く
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
音
が
私
を
寝

か
し
つ
か
せ
た
。
そ
れ
は
私
の
夢
を
形
成
し
た
窪
地
〔
M
u
l
d
e〕

で
あ
っ
た
。
ま
ず
形
の
な
い
夢
、
お
そ
ら
く
大
量
の
水
や
ミ
ル
ク

の
匂
い
に
浸
透
さ
れ
た
夢
、
そ
し
て
長
い
あ
い
だ
紡
が
れ
た
夢
、

旅
の
夢
で
あ
り
、
雨
の
夢
で
あ
る
。
春
が
こ
こ
で
は
最
初
の
若
芽

を
、
建
物
の
灰
色
の
裏
側
正
面
に
掲
げ
た
。
季
節
が
進
み
、
埃
だ

ら
け
の
屋
根
の
よ
う
に
広
が
っ
た
緑
葉
が
何
千
回
も
家
の
壁
を
た

た
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
枝
々
の
立
て
る
音
が
、
私
に
は
ま
だ

応
対
で
き
な
い
教
え
へ
と
誘
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
す
べ
て
が
中

庭
に
お
い
て
は
合
図
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
緑
の
ブ
ラ
イ
ン
ド

が
巻
き
上
げ
ら
れ
る
と
き
に
た
て
る
小
競
り
合
い
の
よ
う
な
音
の

う
ち
に
、
い
く
つ
も
の
知
ら
せ
が
座
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
夕
方
に
大
音
響
と
と
も
に
下
げ
ら
れ
る
ブ
ラ
イ
ン
ド

の
騒
が
し
い
音
の
う
ち
の
い
く
つ
も
ヨ
ブ
の
知
ら
せ
を
、
私
は
賢

明
に
も
開
封
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
た
こ
と
か
。

(VII/I,
3
8
6
)
 

「
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
音
」
と
訳
し
た
が
、
原
文
で
は
T
a
k
t
、

す
な
わ
ち
拍
子
と
い
う
語
が
、
こ
の
段
落
の
冒
頭
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

路
面
電
車
の
規
則
的
に
繰
り
返
す
音
や
絨
毯
を
叩
く
音
が
、
そ
の
よ
う
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な
音
の
反
復
が
、
幼
児
を
し
て
眠
り
に
誘
う
。
冒
頭
に
お
い
て
、
回
廊

が
「
ゆ
り
か
ご

W
i
e
g
e
」
だ
と
言
わ
れ
た
う
え
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か

た
ち
で
、
第
二
段
落
で
は
自
然
も
ま
た
反
復
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

先
に
言
語
ー
大
気
と
呼
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
ま
な
ざ
し
を
先
行
的
に

規
定
す
る
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
の
歌
は
、
「
回
廊
」
の
第
二
段
落
に
お
い
て
、

い
わ
ば
謎
解
き
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
回
廊
に
響
く
反
復
、
そ
し
て

そ
れ
に
応
じ
る
ゆ
り
か
ご
の
揺
れ
こ
そ
が
、
ま
な
ざ
し
を
先
行
的
に
規

定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
な
ざ
し
が
ま
な
ざ
す
こ
と
に
お
い
て
敷

居
を
超
え
る
の
は
、
こ
の
反
復
の
う
ち
に
お
い
て
な
の
だ
。
次
に
語
ら

れ
る
の
は
夢
だ
が
、
「
か
た
ち
の
な
い
夢

die
u
n
g
e
s
t
a
l
t
e
n
 
[
T
r
a
u
m
e
]
」

は
次
第
に
内
容
を
も
つ
夢
へ
と
変
わ
る
。
夢
形
成
へ
の
言
及
は
、
根
源

的
な
ま
な
ざ
し
の
形
成
が
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
過

程
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

反
復
と
合
図

反
復
の
主
題
は
、
木
々
が
家
屋
の
壁
に
触
れ
る
音
と
し
て
、
さ
ら
に

語
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
描
写
の
あ
と
で
、
す
べ
て

の
も
の
が
合
図
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
記
号
の
発
生
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
合

図
W
i
n
k
」
は
、
基
本
的
に
反
復
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、

w
i
n
k
e
n
と
い
う
動
詞
が
、
正
方
向
や
正
位
置
か
ら
の
逸
脱
、
揺
動
的

な
運
動
を
し
る
し
づ
け
、
転
じ
て
合
図
を
送
る
と
い
う
意
味
に
な
る
こ

と
か
ら
も
、
合
図
は
何
ら
か
の
逸
脱
的
な
運
動
、
あ
る
い
は
反
復
的
な

運
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
当
然
の
こ
と
だ
が
、
合
図
は
何
か
を
指

示
す
る
し
る
し
1
1
記
号
で
も
あ
る
。
し
る
し
は
自
ら
自
身
と
は
異
な
る

何
か
別
の
も
の
を
指
示
す
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
合
図
が
し
る
し
の
起

源
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
反
復
に
は
自
ら
と
は
別
の
何
か
を
指
示

す
る
契
機
が
卒
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

中
庭
の
す
べ
て
の
も
の
が
合
図
に
な
っ
た
と
い
う
言
明
の
前
後
に

は
、
ま
ず
自
然
の
反
復
現
象
が
、
そ
し
て
人
為
に
よ
る
反
復
現
象
が
描

写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
こ
で
合
図
は
自
然
と
人
為
の
双
方
に

ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
と
人
為
の
無
差
別
は
、
ま
さ
に
反

復
が
合
図
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
反
復
が
合
図
に
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
為
の
現
象
も
ブ
ラ
イ
ン
ド
が
巻
き
上
げ
ら
れ
、

降
ろ
さ
れ
る
音
も
何
ら
か
の
知
ら
せ
を
告
げ
る
し
る
し
と
な
る
。

人
為
の
現
象
が
あ
た
か
も
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
い
だ
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
合
図
と
し
て
開
か
れ
る
現
象
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
自
然

と
人
為
の
あ
い
だ
の
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。

現
象
が
合
図
と
し
て
開
か
れ
る
な
ら
ば
、
回
廊
で
形
成
さ
れ
る
ま
な

ざ
し
は
、
本
質
的
に
反
復
へ
の
、
反
復
が
卒
む
し
る
し
へ
の
ま
な
ざ
し
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で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
木
々
、
枝
々
、
葉
々
が
、
個
々
の

対
象
で
あ
る
以
前
に
、
現
象
は
反
復
と
し
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
も
の
と

し
て
、
合
図
と
し
て
現
れ
る
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
木
々
の
枝
が
家

の
壁
を
何
千
回
も
叩
く
こ
と
の
う
ち
に
、
お
そ
ら
く
木
々
は
自
ら
を
現

し
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
は
巻
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
下
げ
ら
れ
る
こ
と
で
自
ら

で
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
も
現
す
。
こ
れ
が
先
に
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
の
歌
、

す
な
わ
ち
大
気
I

言
語
が
、
ま
な
ざ
し
を
先
行
的
に
規
定
す
る
こ
と
の

意
味
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
大
気
I

言
葉
を
解
釈
す
る
と
き
、
ま
な
ざ
し
は
二
極
に

分
化
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
方
で
反
復
の
う
ち
に
自
ら
を
示
す
も
の

へ
の
ま
な
ざ
し
、
他
方
で
反
復
の
う
ち
で
何
か
別
の
も
の
へ
の
指
示
に

向
か
う
ま
な
ざ
し
と
い
う
二
つ
の
極
へ
と
分
れ
る
。
合
図
が
合
図
と
し

て
現
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
反
復
の
う
ち
で
何
か
が
自
ら
を
示
す
必

要
が
あ
り
、
そ
こ
で
反
復
に
お
い
て
反
復
す
る
も
の
が
示
さ
れ
る
。
ま

た
そ
れ
が
合
図
と
し
て
し
る
し
に
も
な
る
な
ら
ば
、
ま
な
ざ
し
は
自
ら

を
示
す
も
の
を
超
え
て
、
何
か
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
意
味
を
目
指
す
か

ら
で
あ
る
。
次
節
で
明
ら
か
に
す
る
が
、
こ
の
二
つ
の
ま
な
ざ
し
は
、
「
イ

へ
の
ま
な
ざ
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

メ
ー
ジ
」
と
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」

中
庭
で
は
木
が
立
っ
て
い
る
場
所
に
私
は
よ
く
夢
中
に
な
っ
た
も

の
だ
。
そ
の
場
所
は
舗
装
さ
れ
て
お
ら
ず
開
け
ら
れ
て
お
り
、
幅

広
い
鉄
の
輪
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
。
棒
が
、
剥
き
出
し
の
地
面
を

格
子
状
に
[vergittert
〕
覆
う
よ
う
に
鉄
の
輪
に
渡
さ
れ
て
い
た
。

私
に
は
必
然
的
に
そ
の
よ
う
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
と
し
か
見
え
な

か
っ
た
。
時
に
私
は
幹
が
生
え
出
る
黒
い
穴
の
な
か
で
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
。
後
に
私
は
こ
の
沈
思
を

辻
馬
車
の
停
留
所
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
の
木
も

似
た
よ
う
に
根
を
お
ろ
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
柵
で
囲
ま
れ
て
い

た
。
駅
者
た
ち
は
、
そ
の
柵
に
袖
な
し
の
雨
用
外
套
を
掛
け
て
い

た
。
そ
の
あ
い
だ
彼
ら
は
歩
道
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
ポ
ン
プ
の

水
盤
に
、
馬
の
た
め
に
勢
い
よ
く
水
を
満
た
し
て
や
っ
て
い
た
。

水
が
勢
い
よ
く
噴
き
出
し
、
干
し
草
と
燕
麦
の
残
り
を
流
し
去
っ

て
い
た
。
私
に
と
っ
て
こ
の
待
合
場
所
は
、
馬
車
の
去
来
に
よ
っ

と
し
て
は
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
る
。

第
三
段
落
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
ま
な
ざ
し
は
視
覚
的
な
ま
な
ざ
し

四

ま
な
ざ
し
の
二
つ
の
相

下
方
へ
向
か
う
ま
な
ざ
し
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て
静
寂
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
た
め
に
、
私
の

中
庭
の
離
れ
た
領
域
で
あ
っ
た
。
(
V
I
I
/
1
,
3
8
6
 f.
)
 

視
覚
的
な
ま
な
ざ
し
は
ま
ず
は
下
方
へ
向
か
う
11

。
少
年
の
ま
な
ざ

し
は
、
格
子
に
覆
わ
れ
た
剥
き
出
し
の
大
地
、
そ
し
て
根
元
に
向
け
ら

れ
、
す
ぐ
さ
ま
「
沈
思
」
へ
と
転
化
す
る
。
沈
思
は
、
格
子
を
か
け
ら

れ
た
根
が
根
差
す
「
穴

K
u
t
e
」
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。
沈
思
と
訳
出
し

た
名
詞
Griibelei
は
、
動
詞
griibeln
に
由
来
し
、
こ
の
動
詞
は
、
思

い
悩
む
、
考
え
込
む
、
思
案
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
の
語
形

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
こ
の
動
詞
は
、

g
r
a
b
e
n

(掘

る
こ
と
）
と
同
系
統
の
動
詞
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
年
の
「
沈
思
」
は

そ
も
そ
も
地
下
へ
と
沈
む
も
の
な
の
だ
。

謎
の
形
象
と
地
下
的
な
も
の

穴
の
形
象
は
、
「
窪
地
M
u
l
d
e
」
、
「
ポ
ン
プ
の
水
盤
P
u
m
p
e
n
b
e
c
k
e
n
」、

そ
し
て
後
出
す
る
墓
所
〔
Gruft,
M
a
u
s
o
l
e
u
m
〕
の
イ
メ
ー
ジ
に
連
な

る
点
で
、
「
回
廊
」
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
形
象
で
あ
る
。
こ
こ

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
「
黒
い
穴

s
c
h
w
a
r
z
e
K
u
t
e
」
と
い
う
表
現

だ
が
、
こ
の
穴
に
お
い
て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
思
案
は

め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
、

地
下
を
め
ぐ
る
空
想
が
、
ド
ム
ス
・
ア
ウ
レ
ア
（
黄
金
宮
殿
）
の
探
究
、

す
な
わ
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
の
発
見
と
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
以
下
は
同
書
に
お
い
て

引
照
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ル
・
ボ
リ
ン
ス
キ
ー
の
『
古
典
古
代
末
期
か
ら

ゲ
ー
テ
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
い
た
る
詩
学
と

芸
術
理
論
に
お
け
る
古
代
』
(
-
九
一
四
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

そ
の
秘
め
ら
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
意
匠
〔
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
〕
の
発

見
者
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ダ
・
ウ
ー
デ
ィ
ネ
、

正
確
に
は
彼
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
派
の
仲
間
で
あ
り
、
そ
の
地
下
的
で

「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
」
発
掘
活
動
に
よ
っ
て
、
「
死
者

ii
M
o
r
t
o
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
ダ
・
フ
ェ
ル
ト
レ
で
あ
る
。
ま

た
、
地
下
的
ー
幻
想
的
、
秘
教
的
—
幽
霊
的
な
も
の
を
体
現
す
る

も
の
は
、
最
終
的
に
は
文
学
に
お
い
て

(
E
.
T
・
A
・
ホ
フ
マ

ン
の
『
ゼ
ラ
ピ
オ
ン
兄
弟
』
に
お
い
て
）
、
装
飾
画
に
つ
い
て
の

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
よ
く
議
論
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
よ
っ
て
12

、
グ

ロ
テ
ス
ク
装
飾
の
大
家
と
し
て
際
立
た
さ
れ
た
古
代
の
画
家
、
す

な
わ
ち
、
「
バ
ル
コ
ニ
ー
画
家
」
セ
ラ
ピ
オ
ン
に
、
同
じ
名
前
を

も
つ
あ
る
隠
棲
者
を
介
す
こ
と
で
、
結
び
付
け
ら
れ
て
き
た
。
と

い
う
の
も
、
す
で
に
当
時
、
〔
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
の
〕
作
用
が
も

42 



I 論文 1 まなざしの原史 1

グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
は
十
五
世
紀
に
お
け
る
ネ
ロ
の
ド
ム
ス
・
ア
ウ
レ

つ
謎
め
い
た
ー
神
秘
的
な
も
の
は
、
埋
も
れ
た
廃
墟
や
地
下
納
骨

堂
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
の
由
来
に
よ
っ
て
、

地
下
的
ー
神
秘
的
な
も
の
に
付
随
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
の
「
洞
窟
grotta
」

か
ら
導
き
出
さ
れ
え
ず
、
む
し
ろ
、
隠
さ
れ
た
も
の
、
秘
め
ら

れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
岩
屋
や
洞
窟
が
表
現
す
る
も
の
に
そ

れ
は
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
実
際
に
、
な
お
十
八
世
紀
に

お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
「
引
き
こ
も
っ
た
も

の
d
a
s
V
e
r
k
r
o
c
h
e
n
e
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
に
お
け
る
「
エ
ニ
グ
マ
的
な
も
の

d
a
s

A
e
n
i
習
atische
」
は
、
は
じ
め
か
ら
印
象
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
だ
1
3
0

ラ
の
再
発
見
に
よ
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
ダ
・
フ
ェ

ル
ト
レ
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
を
研
究
し
、
利
用
し
た
イ
タ
リ
ア
の
画

家
だ
が
、
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
と
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

ダ
・
ウ
ー
デ
ィ
ネ
が
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
を
ま
さ
に
バ
チ
カ
ン
の
回
廊
に

描
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
上
の
引
用
の
直
前
で
、
ボ
リ
ン
ス
キ
ー

も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
14

。
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
も
ま
た
自
然
と

人
間
を
奇
妙
な
か
た
ち
で
交
叉
さ
せ
た
意
匠
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
で
思

い
起
こ
し
て
お
こ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ボ
リ
ン
ス
キ
ー
を
引
用
し
た
の

は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
近
代
に
お
け
る
起
源
に
は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
的

な
ア
レ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
古
典
古
代
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
影
響
が

あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
だ
が
、
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
が
主
題
と
な
っ
て
い

る
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾

の
あ
り
方
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
相
同
性
が
念
頭
に
あ
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ボ
リ
ン
ス
キ
ー
か
ら
の
引
用
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、

グ
ロ
テ
ス
ク
の
語
源
と
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
語
grotta

(

洞

窟

）

そ

し
て

grotta
は
ラ
テ
ン
語
c
r
y
p
t
a

(
地
下
納
骨
堂
）
、
そ
し
て

c
r
y
p
t
a

は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞

Kpurm:LV
(
隠
す
こ
と
）
に
由
来
す
る

が
も
つ
文
字
通
り
の
意
義
が
、
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
の
作
用
を
あ

ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
洞
窟
に
お
い
て
秘
さ
れ
、
隠
さ
れ
た
も

の
と
い
う
連
想
が
、
そ
の
作
用
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
言
う
指
摘

で
あ
る
。
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
は
、
そ
の
発
見
の
さ
れ
方
か
ら
、

grotta

に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
ボ
リ
ン
ス
キ
ー
が
強
調
し
て
い
る
よ

う
に
「
謎
め
い
た
も
の
」
と
「
地
下
的
な
も
の
」
の
照
応
は
、
た
ん
に

洞
窟
の
表
象
か
ら
で
は
な
く
、
洞
窟
が
も
つ
秘
匿
的
な
性
格
に
よ
っ
て

成
立
す
る
。
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あ
ら
わ
に
し
な
が
ら
、
同
時
に
自
ら
を
地
下
的
な
も
の
へ
と
退
か
せ
る

メ
ー
ジ

(11
ア
レ
ゴ
リ
ー
）

読
む
こ
と
の
ま
な
ざ
し

「
回
廊
」
に
お
い
て
描
か
れ
る
下
方
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
た
ん
に
下
方

へ
、
そ
し
て
地
下
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
ま
な
ざ

し
の
対
象
は
、
何
よ
り
も
謎
め
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
謎
め
い
た

も
の
の
具
体
的
な
形
象
が
格
子
を
か
け
ら
れ
た
根
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
形
象
に
は
「
エ
ニ
グ
マ
的
な
も
の
」
と
「
地
下
的
な
も
の
」
と
の

階
層
構
造
が
あ
る
。
こ
の
形
象
は
自
ら
の
現
れ
の
う
ち
に
何
か
を
秘
匿

し
て
お
り
、
ま
な
ざ
し
は
こ
の
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
秘
さ
れ
た
も
の
、
自
ら
を
隠
す
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
が
、
格
子

を
介
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
15

゜
格
子
に
お
い
て
こ
そ
、
自
然

と
人
為
が
交
叉
し
、
形
象
は
「
エ
ニ
グ
マ
的
な
も
の
」
、
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
う
ち
に
「
地
下
的
な
も
の
」
を
卒
ん
だ
も
の
と
な
る
。
『
ド
イ

ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
自
然
と
歴
史
の
奇

妙
な
交
叉
に
よ
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
表
現
が
世
界
の
う
ち
に
現
れ
る
」

(
I
l
l
:
 
3
4
4
)

な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
格
子
を
介
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
象
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
化
す
る
。
下
方
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー

的
な
ま
な
ざ
し
で
も
あ
る
の
だ
。

下
方
に
向
か
う
ま
な
ざ
し
は
、
自
然
と
人
為
の
交
叉
に
お
け
る
イ

へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
を

五
「
回
廊
」
の
冒
頭
で
描
写
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
は
、
視
覚
に
限
定
す
れ
ば
、

と
い
う
相
反
す
る
運
動
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
中
庭
の
す
べ
て
が
合
図

と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
合
図
は
、
視
覚
的
に
は
「
エ
ニ
グ
マ
的
な
も
の
」

と
し
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。
一
瞬
、
自
ら
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
が
謎
と

し
て
現
れ
る
よ
う
な
経
験
に
お
い
て
こ
そ
、
す
べ
て
は
合
図
と
な
る
。

下
方
へ
と
、
地
下
へ
と
向
か
う
ま
な
ざ
し
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
原

像
で
あ
ろ
う
。

下
方
へ
向
か
う
ま
な
ざ
し
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
ま
な
ざ
し
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
読
む
と
い
う
行
為
を
形
成
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
文
字
の
本
質
担
う
も
の
で
も
あ
っ

た
か
ら
だ
16

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
格
子
は
、
い
わ
ば
合
図
11
し
る

し
を
形
成
す
る
契
機
で
あ
り
、
文
字
を
準
備
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
実
際
、

「
回
廊
」
で
は
、
あ
る
中
庭
で
の
読
害
サ
ー
ク
ル
の
逸
話
が
描
写
さ
れ

て
い
た
が
17

、
下
方
に
向
か
う
ま
な
ざ
し
は
、
お
そ
ら
く
読
む
こ
と
の

ま
な
ざ
し
へ
と
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

古
び
る
時
間

自
然
と
人
為
の
交
叉
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こ
と
の
ま
な
ざ
し
と
な
る
。
で
は
反
復
に
お
い
て
い
か
に
し
て
こ
の
よ

う
な
ま
な
ざ
し
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

洗
濯
紐
が
一
方
の
回
廊
の
壁
か
ら
他
方
の
壁
へ
と
渡
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
椋
欄
は
、
と
う
の
昔
に
も
は
や
暗
黒
大
陸
で
は
な
く
、

隣
接
す
る
居
間
に
自
分
の
故
郷
を
感
じ
て
い
る
た
め
に
い
っ
そ
う

所
在
な
さ
げ
に
み
え
た
。
か
つ
て
の
住
居
者
が
夢
見
た
場
が
も
っ

法
則
が
そ
う
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
場
が
忘
却
さ
れ
る
ま
え
に
、

工
芸
品
が
こ
の
場
を
美
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
だ
っ
た
。
あ
る
と

き
は
吊
り
鉢
、
青
銅
像
、
あ
る
と
き
は
中
国
の
壺
が
、
そ
の
領
域

に
忍
び
入
っ
た
。
こ
れ
ら
の
遺
物
が
こ
の
場
に
栄
誉
を
あ
た
え
る

こ
と
が
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
場
が
備
え
る
何
か
古
代
的

な
も
の
自
体
に
似
合
っ
て
い
た
。
壁
に
沿
っ
て
走
る
幅
広
の
ポ
ン

ペ
イ
風
の
赤
は
、
こ
の
よ
う
な
孤
絶
に
澱
ん
で
い
る
時
間
と
い
う

所
与
の
背
景
で
あ
っ
た
。
中
庭
に
向
け
て
開
い
て
い
た
日
陰
の
多

い
小
部
屋
の
な
か
で
時
間
は
古
び
て
い
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ

ゆ
え
に
、
私
が
中
庭
で
午
前
に
出
く
わ
す
と
き
は
、
す
で
に
長
い

あ
い
だ
午
前
で
あ
っ
た
の
で
、
午
前
は
ほ
か
の
ど
の
よ
う
な
場
所

よ
り
も
午
前
自
身
で
あ
る
よ
う
に
み
え
た
。
私
は
決
し
て
こ
こ
で

謎
め
い
た
形
象
へ
の
ま
な
ざ
し
と
な
り
、
こ
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
読
む

午
前
を
待
っ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
午
前
が
す
で
に
私
を
待

ち
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
午
前
は
す
で
に
長
い
あ
い
だ
そ
こ
に

あ
っ
た
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
私
が
午
前
を
そ
こ
で
よ
う
や
く
見
出

し
た
と
き
に
は
、
い
わ
ば
流
行
遅
れ
と
な
っ
て
い
た
。
(

W

I

l

l
》

3
8
7
)

木
々
が
、
枝
々
が
、
葉
々
が
、
壁
を
何
千
回
も
叩
き
、
擦
れ
る
よ
う
に
、

通
常
で
あ
れ
ば
午
前
も
再
び
回
帰
す
る
が
、
回
廊
に
お
け
る
午
前
は
、
決

し
て
過
ぎ
去
ら
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
は
、
椋
棚
と

工
芸
品

[
K
目
st
〕
の
対
照
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
椋
柵
は
「
暗

黒
大
陸
d
e
r
d
u
n
k
l
e
 Erdteil
」
に
故
郷
を
も
つ
が
、
い
ま
で
は
隣
接
す
る
居

間
が
故
郷
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
椋
棚
は
、
純
然
た
る
自
然
で
あ
る
こ

と
を
や
め
、
自
ら
を
自
然
と
人
為
の
境
界
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
応

じ
る
か
の
よ
う
に
、
回
廊
を
飾
る
工
芸
品
は
、
す
で
に
古
び
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
ま
す
ま
す
自
ら
を
自
然
に
近
づ
け
る
。
こ
の
自
然
と
人
為
な
い
し

歴
史
の
交
叉
は
、
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
は
、
具
体
的
に
は
廃
墟
の

形
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
の
根
源
と
み
な
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
こ
で
は
廃
墟
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
奇
妙
な
自
然
と

人
為
の
交
叉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
「
イ
メ
ー
ジ
と

ア
レ
ゴ
リ
ー
」
が
、
こ
の
空
間
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
た
こ
と

は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
交
叉
は
ま
さ
に
回
廊
を
支
配
す
る
時
間
の
う
ち
で
生
起
す
る
。
つ

ま
り
、
自
然
と
人
為
を
交
叉
さ
せ
る
の
は
時
間
な
の
で
あ
る
。
時
間
が
古

び
る
と
は
、
時
間
が
み
ず
か
ら
自
身
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

ら
自
身
を
過
ぎ
去
る
対
象

(11
も
の
）
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
の
作
用
と
は
、
も
の
を
古
び
さ
せ
る
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
間
が
古
び
る
と
は
、
時
間
が
も
の
と
し
て

廃
れ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
時
間
の
も
の
性
は
、
お
そ
ら
く

具
体
的
に
は
事
物
の
古
び
、
あ
る
い
は
自
然
の
古
び
、
な
い
し
老
い
に
し

か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
為
で
あ
ろ
う
と
自
然
で
あ
ろ
う
と
、
も

の
に
お
い
て
こ
そ
時
間
の
古
び
11
も
の
性
が
表
現
さ
れ
る
。

人
為
で
あ
れ
、
自
然
で
あ
れ
、
時
間
の
古
び
を
究
極
的
に
表
現
す
る
の

は
、
究
極
的
に
は
死
で
あ
る
。
人
為
の
も
の
の
死
と
は
、
そ
れ
が
破
損
し
、

破
壊
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
時
代

が
過
ぎ
去
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
遺
物
は
、
い
わ
ば
「
死

後
の
生
」
の
う
ち
に
あ
る
。
自
然
物
の
死
は
、
生
命
あ
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
文
字
通
り
の
死
を
意
味
す
る
が
、
ま
た
そ
れ
が
野
生
の
も
の
で
あ
れ

ば
、
人
為
の
も
と
に
移
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
仕
方
で
の
死
を
意
味
す
る
だ

ろ
う
。
そ
の
生
が
生
き
る
べ
き
場
所
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
、
少
な
く

と
も
元
の
生
は
終
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
庭
の
椋
棚
が
所
在
を
失
っ
て
い

る
11
家
を
失
っ
て
い
る
[obdachlos
〕
の
は
、
こ
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
庭
に
お
い
て
死
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
も
の
の
古
び
の
底
に
は
こ
の
よ
う
な
死
が
あ
る
は
ず

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
自
然
と
人
為
は
互
い
に
無
差
別
な
点
に
至

り
、
交
叉
す
る
。
し
か
し
、
時
間
の
古
び
は
、
い
か
に
し
て
死
を
基
底
に

据
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

午
前
と
い
う
時
間

時
間
が
古
び
る
と
き
、
「
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
e
b
e
n
d
a
r
u
m
」
午
前

は
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
。
な
ぜ
時
間
が
古
び
る
と
き
午
前
が
見
い
だ
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
時
間
が
古
び
、
廃
れ
、
流
行
遅
れ
に
な
る
と
は
、

あ
る
い
は
時
間
が
「
澱
む

sich
s
t
a
u
e
n
」
と
は
、
時
間
が
現
在
か
ら
自

ら
を
脱
落
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
時
間
は
時
間
か
ら
脱
落

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
時
間
か
ら
遅
れ
て
い
く
。
こ
の
遅
れ

た
時
間
の
堆
積
こ
そ
が
時
間
の
澱
み
で
あ
り
、
古
び
た
時
間
で
あ
る
が
、

時
間
が
自
ら
に
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ
ど
、
時
間
は
自
ら
を
過
去
へ
と
送

り
、
自
ら
を
早
期
の
、
起
源
の
時
間
の
う
ち
に
見
出
す
だ
ろ
う
。
時
間

が
古
び
る
と
は
、
時
間
が
自
ら
を
超
え
る
こ
と
、
脱
自
す
る
こ
と
の
別

の
表
現
で
あ
り
、
過
去
の
産
出
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。

時
間
が
自
ら
を
延
々
と
押
し
戻
す
と
こ
ろ
の
過
去
は
、
根
源
的
に
は

時
間
の
起
源
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
時
間
の
古
び
に
お
い

46 



I 論文 1 まなざしの原史 1

て
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
根
源
の
時
間
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

時
間
が
古
び
る
こ
と
は
、
時
間
の
は
じ
ま
り
お
い
て
生
じ
る
こ
と
で
あ

り
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
の
経
過
は
、
そ
れ
が
時
間
で
あ
る
以
上
、
最
初
の

古
び
の
永
遠
の
反
復
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
時
間
が
最

初
に
古
び
た
、
そ
の
古
び
方
が
、
現
在
に
お
い
て
つ
ね
に
反
復
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
最
初
の
古
び
に
お
い
て
、
生

と
死
が
分
か
た
れ
る
な
ら
ば
（
な
ぜ
な
ら
時
間
が
な
け
れ
ば
生
も
死
も

な
い
か
ら
）
、
こ
の
反
復
に
お
い
て
は
生
だ
け
で
は
な
く
、
死
も
潜
在

的
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
な
る
だ
ろ
う
。
時
間
は
古
び
れ
ば
古
び
る
ほ

ど
、
そ
れ
だ
け
自
ら
を
い
わ
ば
早
期
に
お
い
て
見
出
す
が
、
こ
の
早
期

と
は
生
以
前
の
、
生
以
前
と
い
う
意
味
で
生
の
発
端
の
兆
し
で
あ
り
、

ま
た
死
で
も
あ
る
「
以
前

vor
」
の
時
間
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
午

前
Vormittag
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
早
期
の
時
間
、
な
い
し
起
源
の

時
間
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
回
廊
」
の
冒
頭
で
語
ら
れ
て
い
る

親
密
性
は
、
飛
躍
を
怖
れ
ず
言
う
と
す
れ
ば
、
最
終
的
に
は
お
そ
ら
く

こ
の
生
と
死
の
親
密
性
で
あ
る
だ
ろ
う
。

最
終
段
落
に
お
い
て
場
所
と
時
間
が
互
い
に
自
ら
に
至
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
少
な
く
と
も
時
間
が
自
ら
の
端
緒
に
立
ち
戻

る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

子
ど
も
だ
っ
た
と
き
か
ら
、
他
の
部
屋
に
比
べ
、
回
廊
は
あ
ま
り

変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
回
廊
が
私
に
近
し
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め

だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
身
が
適
切
に
住
む
と
い
う
こ
と

に
も
は
や
至
り
え
な
い
者
に
と
っ
て
、
回
廊
が
住
む
こ
と
に
適
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
慰
め
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
回

廊
に
は
ベ
ル
リ
ン
の
人
び
と
の
住
む
こ
と
の
境
界
が
あ
る
。
ベ

ル

リ

ン

都

市

の

神

そ

の

も

の

は

回

廊

に

お

い

て

は

じ

ま
る
。
都
市
神
と
し
て
の
ベ
ル
リ
ン
は
、
回
廊
に
お
い
て
あ
り
あ

り
と
現
前
し
て
い
る
た
め
、
は
か
な
き
も
の
は
い
か
な
る
も
の
も
、

そ
の
も
と
で
は
自
ら
で
あ
る
こ
と
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
庇
護
に
お
い
て
場
所
と
時
間
は

互
い
に
自
ら
に
至
る
。
空
間
と
時
間
は
こ
こ
で
都
市
神
の
足
元
で

互
い
に
安
ら
う
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
か
つ
て
と
も
に
同
盟
者

で
あ
っ
た
子
ど
も
は
、
時
間
と
空
間
と
い
う
ま
と
ま
り
に
囲
饒
さ

れ
、
と
う
の
昔
に
彼
に
割
り
当
て
ら
れ
た
霊
廟
〔
M
a
u
s
o
l
e
u
m〕

の
う
ち
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
回
廊
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。

(W芦
お
7
£
)

幼
年
時
代
の
ま
な
ざ
し
は
、
こ
の
場
所
と
時
間
に
お
い
て
生
ま
れ
、

こ
の
ま
な
ざ
し
は
そ
の
ま
ま
こ
の
場
所
と
時
間
の
う
ち
で
凝
固
し
て
い

る
。
し
か
し
、
問
い
は
反
復
の
う
ち
で
い
か
に
し
て
読
む
こ
と
の
視
線
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ま
な
ざ
し
に
絶
対
的
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は

人
為
や
自
然
の
反
復
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
反
復
の
「
ゆ
り
か
ご
」
の
な

か
で
夢
が
形
成
さ
れ
、
ま
な
ざ
し
が
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま

な
ざ
し
の
対
象
と
な
る
の
は
、
何
よ
り
も
反
復
の
な
か
で
自
ら
を
あ
ら

わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
ま
な
ざ
し
は
合
図
な
い
し
し
る
し
に
も

向
か
う
が
、
し
る
し
と
は
、
自
ら
を
あ
ら
わ
し
つ
つ
、
同
時
に
自
ら
で

は
な
い
も
の
へ
と
指
示
を
送
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
な
ざ
し

は
同
時
に
自
ら
を
現
す
こ
と
に
お
い
て
自
ら
を
隠
す
も
の
へ
の
ま
な
ざ

し
で
も
あ
る
。
格
子
を
介
し
た
木
の
根
元
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
地
下
的

な
も
の
、
隠
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
沈
思
を
と
も
な
っ
た
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
視
線
で
あ
っ
た
。
こ
の
視
線
が
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
ヘ

の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
読
む
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

先
に
自
然
と
人
為
の
交
叉
を
産
み
出
す
の
は
古
び
る
時
間
で
あ
る
と

し
た
。
同
時
に
こ
の
交
叉
を
見
る
下
方
へ
の
ま
な
ざ
し
も
ま
た
、
こ
の

時
間
の
う
ち
で
産
み
落
と
さ
れ
る
。
で
は
い
か
に
し
て
だ
ろ
う
か
。
時

間
の
古
び
の
解
釈
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
時
間
が
自
ら
か
ら
脱
落

す
る
こ
と
で
、
遅
延
し
、
過
去
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
過

去
性
（
あ
る
い
は
も
の
性
）
は
、
人
為
で
あ
れ
、
自
然
物
で
あ
れ
、
も

の
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
古
び
は
、
最
終

が
生
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

な
い
の
で
あ
る
。

的
に
は
す
べ
て
の
も
の
の
底
に
死
を
据
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
の
古

び
が
根
源
的
な
時
間
の
反
復
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
分
か
た
れ
る
の

は
あ
ら
ゆ
る
生
以
前
、
す
な
わ
ち
死
と
い
う
過
去
と
あ
ら
ゆ
る
生
の
現

在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
根
源
的
な
分
岐
に
し
た
が
っ
て
、

回
廊
で
の
ま
な
ざ
し
も
反
復
に
お
い
て
自
ら
を
示
す
も
の
（
生
）
と
自

ら
を
隠
す
も
の
（
死
、
過
去
）
へ
と
向
か
う
ま
な
ざ
し
に
分
か
た
れ
る

だ
ろ
う
。
中
庭
へ
の
ま
な
ざ
し
が
、
ま
た
霊
廟
に
お
け
る
ま
な
ざ
し
と

な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

地
下
へ
と
向
か
う
ま
な
ざ
し
は
、
過
去
へ
と
向
け
ら
れ
る
視
線
で
も

あ
る
。
反
復
に
お
い
て
自
ら
を
隠
す
も
の
と
は
、
反
復
に
お
い
て
反
復

さ
れ
な
い
も
の
、
取
り
残
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
過
去
で
も
あ
り
、

過
去
は
つ
ね
に
忘
却
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
根
元
へ

の
ま
な
ざ
し
、
「
黒
い
穴
」
を
め
ぐ
る
沈
思
は
、
ま
た
忘
却
さ
れ
た
も

の
を
め
ぐ
る
沈
思
で
も
あ
る
。
古
び
る
時
間
こ
そ
が
、
こ
の
ま
な
ざ
し

と
ま
な
ざ
し
の
対
象
が
も
つ
「
エ
ニ
グ
マ
的
な
も
の
」
と
「
地
下
的
な

も
の
」
と
い
う
二
重
構
造
を
ち
ょ
う
ど
グ
ロ
テ
ス
ク
装
飾
が
千

年
を
超
え
る
時
を
経
て
洞
窟
か
ら
発
見
さ
れ
た
よ
う
に
産
み
出

す
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
ま
な
ざ
し
と
は
想
起
に
ほ
か
な
ら
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I 論文 1 まなざしの原史 1

の
思
考
圏
を
読
解
す
る
た
め
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
「
午
前
」

と
に
よ
っ
て
、

な
ら
な
い
。

全
六
段
落
の
う
ち
五
段
落
を
引
用
し
な
が
ら
「
回
廊
」
を
読
解
し
て

き
た
。
解
釈
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
ま
な
ざ
し
と
反
復
、
合
図
（
し
る

し
）
、
そ
し
て
時
間
と
の
開
係
で
あ
っ
た
。
以
上
の
主
題
の
連
開
の
素

描
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
連
関
に
し
た

が
っ
て
、
さ
ら
に
「
回
廊
」
の
読
解
を
進
め
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と

な
ろ
う
。
扱
え
な
か
っ
た
主
題
や
表
現
、
問
題
の
連
関
、
た
と
え
ば
、

場
所
、
そ
し
て
住
む
こ
と
へ
の
問
い
、
ま
た
カ
リ
ア
テ
ィ
ー
ド
や
エ
コ
ー

と
い
っ
た
神
話
的
な
主
題
と
ま
な
ざ
し
と
の
開
係
は
、
こ
の
解
釈
を
基

盤
に
よ
り
詳
細
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
1
8
0

以
上
の
解
釈
が
問
題
連
関
の
見
取
り
図
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
の

は
、
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
他
の
断
章
と
の
関
係
を
考
察
の
枠

外
に
置
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
以
上
の
解
釈
を
よ
り
精
密

に
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
他
の
断
章
と
の
関
係
を
含
め

て
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
に
お
け
る
諸
主
題
を
考
察
し
な
け
れ
ば

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
と
想
起
の
問
題
を
関
連
づ
け
る
こ

お
わ
り
に

一
九

1

―1
0年
代
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

と
い
う
時
間
と
の
関
係
で
解
釈
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
は
、
時
間
に
お
い
て

脱
落
す
る
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
、
い
わ
ば
過
去
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

そ
れ
は
必
然
的
に
忘
却
さ
れ
た
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
と
な
ろ
う
。
こ
の

意
味
で
、
ま
な
ざ
し
と
は
、
す
ぐ
さ
ま
想
起
な
の
で
あ
る
。
「
回
廊
」

の
冒
頭
に
お
い
て
幼
年
時
代
の
思
い
出
が
ま
な
ざ
し
と
等
し
く
結
ば
れ

て
い
た
が
、
幼
年
時
代
を
思
い
起
こ
す
こ
と
そ
の
も
の
が
、
幼
年
時
代

の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
回
廊

に
た
た
ず
む
少
年
に
と
っ
て
、
現
実
的
に
思
い
起
こ
す
こ
と
は
ほ
ぼ
何

も
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
最
初
の
ま
な
ざ
し
が
す
で
に
過
去
な

い
し
忘
却
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
は
想
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
が
幼
年
時
代

の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
ま
な
ざ
し
の
意
味
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
ま
な
ざ
し
1
1

想
起
と
は
個
人
の
経
験
を
超
え
、
逆
に
人

間
の
経
験
一
般
を
規
定
す
る
も
の
で
も
あ
り
う
る
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば

真
の
想
起
の
主
体
は
、
そ
も
そ
も
個
人
を
超
え
た
も
の
で
な
い
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
主
体
を
い
か
に
規
定
す
れ
ば
よ

い
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
歴
史
の
想
起
を
、

十
九
世
紀
の
原
史
を
さ
ぐ
る
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
試
み
を
再
考
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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