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追
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①

イ
ノ
セ
ン
ス
と
は
自
分
の
生
は
自
分
が
選
ん
だ
も
の
で
な
い
と
い
う
受
動
性
（
＝
根
源
的
受
動
性
）

の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ノ
セ
ン
ス
と
は
自
分
が
直
面
す
る
現
実
に
責
任
を
と
れ
な
い
、
あ
る
い

は
責
任
が
な
い
と
い
う
態
度
と
な
っ
て
し
ば
し
ば
出
現
す
る
。
こ
う
い
う
態
度
に
は
年
齢
は
関
係
は
な
い
、

つ
ま
り
大
人
も
子
ど
も
も
な
い
。
誰
で
も
が
手
に
負
え
な
い
現
実
に
直
面
す
れ
ば
、
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う

心
的
場
所
へ
と
向
か
う
傾
斜
を
も
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
最
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
、
ほ
と
ん
ど
テ
ー
マ
と
い
っ
て
い
い
「
イ
ノ
セ
ン
ト
」
の
意
味
を
確
実
に

捉
え
る
こ
と
が
、
す
べ
て
を
決
め
る
。

innocent

と
い
う
英
単
語
（
形
容
詞
）
に
は
、「
無
罪
の
、
潔
白
な
、
汚
れ
の
な
い
、
純
潔
な
、
無
邪

気
な
、
純
真
な
、
あ
ど
け
な
い
、
お
人
よ
し
の
、
単
純
な
」
と
い
っ
た
訳
語
が
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

「
自
分
の
生
はinnocent

だ
」
を
「
自
分
の
生
は
無
罪
だ
」
と
直
訳
し
て
も
、
ぴ
ん
と
来
な
い
。

無
罪
、
純
真
、
あ
ど
け
な
い
、
と
い
っ
た
訳
語
か
ら
わ
か
る
の
は
、〈
子
ど
も
〉
の
イ
メ
ー
ジ
だ
。「
自

分
が
選
ん
だ
も
の
で
な
い
と
い
う
受
動
性
」「
こ
の
現
実
に
責
任
を
と
れ
な
い
」。

自
分
が
こ
の
よ
う
な
、
性
、
か
ら
だ
、
名
前
を
持
ち
、
こ
の
時
代
に
、
こ
の
親
の
も
と
で
生
を
受
け
た

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
選
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。

子
ど
も
側
が
、
親
に
向
か
っ
て
、「
な
ん
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
生
ん
だ
ん
だ
よ
」
と
迫
っ
た
と
し
て
も
、

親
の
方
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。「
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う
心
的
場
所
」
と
は
、「
わ
た
し
に
は
責
任
は
な

い
！
と
い
い
た
く
な
る
思
い
」
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
「
自
分
が
選
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
「
自
分
に
は

責
任
は
な
い
」
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
意
。

親
に
「
な
ん
で
生
ん
だ
ん
だ
よ
」
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
あ
り
ま
す
か
。
こ
れ
は
、
い
う
ほ
う
に
と
っ
て
も
、
い
わ
れ
た

ほ
う
に
と
っ
て
も
、
悲
痛
な
こ
と
ば
だ
。
も
っ
と
残
酷
な
の
は
、「
な
ん
で
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
ば
。
こ
う

い
う
コ
ト
バ
は
、
も
は
や
こ
と
ば
と
い
う
に
値
し
な
い
。
暴
力
で
あ
る
。
親
で
あ
ろ
う
が
子
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
、

生
の
根
源
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
暴
力
を
振
る
う
権
利
は
な
い
。

②

わ
が
子
を
虐
待
し
て
い
る
若
い
親
た
ち
の
手
記
な
ど
を
読
む
と
、
暴
力
を
ふ
る
っ
て
も
そ
の
こ
と
の

つ
ら
さ
は
感
じ
て
も
相
手
の
わ
が
子
へ
の
心
の
痛
み
は
感
じ
な
い
と
い
う
人
が
い
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
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暴
力
を
し
つ
け
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
若
い
親
が
増
え
て
い
る
。
体
罰
と
い
う
名
の
暴
力
を
ふ
る
う
教

師
に
も
、
こ
う
し
た
発
想
は
共
通
し
て
い
る
。
言
っ
て
聞
か
な
い
の
な
ら
殴
っ
て
聞
か
せ
る
し
か
な
い
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
彼
ら
の
論
理
だ
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測
が
つ
く
こ
と
は
、
暴
力
は
イ
ノ
セ
ン
ス
に
動

機
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
面
す
る
現
実
に
自
分
は
責
任
が
な
い
、
責
任
が
あ
る
の
は
相

手
の
方
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
。
イ
ノ
セ
ン
ス
は
さ
ら
に
そ
の
本
人
を
直
面
す
る
現
実
か
ら
置
き
去
り
に

し
て
行
く
。
い
じ
め
の
行
為
者
た
ち
は
あ
れ
は
い
じ
め
で
は
な
く
遊
び
だ
と
弁
明
し
た
。
だ
が
虐
待
す
る

親
、
し
つ
け
す
る
親
、
教
育
す
る
教
師
は
自
己
の
暴
力
を
も
っ
と
積
極
的
に
相
手
の
非
に
帰
す
る
の
で
あ

る
。
彼
ら
の
言
い
分
は
こ
う
集
約
さ
れ
よ
う
。
自
分
は
積
極
的
に
殴
っ
た
の
で
は
な
い
、
相
手
に
殴
ら
さ

れ
た
の
だ
。
こ
こ
に
お
け
る
受
け
身
の
論
理
に
留
意
し
て
お
こ
う
。

事
例
と
論
理
を
区
別
し
て
、
す
り
あ
わ
せ
て
み
よ
う
。（

）
内
は
、
読
者
と
し
て
の
ツ
ッ
コ
ミ
。

（
事
例
）

①
虐
待
し
て
い
る
親

・
自
分
が
暴
力
を
ふ
る
う
つ
ら
さ
を
感
じ
る

（
ほ
ん
な
ら
、
な
ん
で
虐
待
す
ん
ね
ん
）

・
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
る
子
ど
も
の
心
の
痛
み
は
感
じ
な
い

（
想
像
力
ゼ
ロ
か
）

②
し
つ
け
す
る
親
・
体
罰
す
る
教
師
も

・
暴
力
は
し
つ
け
だ

（
お
ま
え
の
こ
と
を
思
っ
て
殴
っ
て
い
る
ん
だ
、
て
？
）

③

①
②
の
論
理

・
自
分
が
暴
力
を
ふ
る
う
現
実
に
自
分
は
責
任
が
な
い
、
責
任
が
あ
る
の
は
相
手
の
方
だ
。

イ

ノ

セ

ン

ス

④
い
じ
め
を
す
る
者

・
あ
れ
は
遊
び
だ
→
弁
明
す
る
。
現
実
を
ご
ま
か
す
。

⑤
虐
待
す
る
親
・
教
師

・
相
手
が
言
っ
て
も
聞
か
な
い
か
ら
、
相
手
の
た
め
に
、
暴
力
を
ふ
る
っ
た
。

・
自
分
は
暴
力
を
ふ
る
い
た
く
な
か
っ
た
が
、
相
手
の
態
度
が
そ
う
さ
せ
た
。
→
正
当
化
。
意
義

づ
け
。
責
任
回
避
。

取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
選
ん
だ
の
で
は
な
い
（
か
ら
）、
自
分
に
は
責
任
が
な
い
、
と
い

う
態
度
だ
。

こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
お
こ
う
。
こ
こ
に
は
、
二
種
類
の
イ
ノ
セ
ン
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①
自
分
の
生
は
自
分
が
選
ん
だ
も
の
で
な
い
（
＝
根
源
的
受
動
性
）
―
―
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

②
自
分
が
選
ん
で
殴
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
自
分
に
は
責
任
が
な
い
―
―
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

③

や
さ
し
さ
と
残
酷
さ
の
二
つ
の
感
情
が
重
な
る
場
所
。
そ
の
場
所
こ
そ
が
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う
心
的

場
所
な
の
で
あ
る
。
し
つ
け
と
か
教
育
と
い
う
一
見
、
正
当
さ
を
主
張
で
き
る
動
機
で
も
っ
て
、
暴
力
が

ふ
る
わ
れ
る
。
そ
の
残
酷
さ
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
人
か
ら
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
た
め
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
や
さ
し
さ
だ
と
主
張
さ
れ
て
も
誰
も
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
い
場
所
が
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う
心
的
場
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所
な
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
子
ど
も
の
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
や
さ
し
さ
だ
と
主
張
さ
れ
て
も
誰
も
異
議
を
唱
え
ら

れ
な
い
場
所
」
が
「
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う
心
的
場
所
」
だ
と
筆
者
は
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
読
む
私
た
ち
は
、
異
議
を
唱
え
た
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
は
、
次
の
よ
う
に

読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
―
―
「
誰
も
異
議
を
唱
え
ら
れ
な
い
」
と
し
た
ら
、
そ
の
人
た
ち
は
、
そ
の
主
張
を

共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
っ
た
主
張
が
是
認
さ
れ
て
し
ま
う
空
気
が
「
イ
ノ
セ
ン

ス
と
い
う
心
的
場
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
。

し
つ
け
の
た
め
の
体
罰
、
が
、
共
有
・
是
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
体
罰
は
愛
情
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
効
果
的
な
行

為
だ
、
あ
の
先
生
は
い
い
先
生
だ
、
と
い
う
「
イ
ノ
セ
ン
ス
と
い
う
心
的
場
所
」
が
濃
密
に
、
形
成
さ
れ
る
。
自
閉
し
た

「
心
的
場
所
」
は
、
異
議
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
殺
し
て
し
ま
う
窒
息
空
間
と
な
る
。
そ
し
て
、
悲
劇
は
起
き
る
。
こ
れ

は
、
家
庭
内
で
も
同
じ
だ
。

④

大
平
健
著
『
や
さ
し
さ
の
精
神
病
理
』
と
い
う
本
を
読
ん
だ
。
い
ろ
い
ろ
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
。
私
た
ち
の
興
味
を
引
い
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
電
車
だ
か
バ
ス
だ
か
の

な
か
で
お
年
寄
り
に
席
を
立
と
う
か
立
つ
ま
い
か
を
め
ぐ
っ
て
、
複
雑
に
自
問
自
答
す
る
高
校
生
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
心
の
揺
れ
を
語
っ
た
言
葉
に
着
目
し
た
。
ふ
だ
ん
な
ら
坐
れ
な
い
の
に

た
ま
た
ま
そ
の
日
は
坐
れ
た
。
そ
う
し
た
ら
オ
ジ
イ
さ
ん
が
自
分
の
前
に
立
っ
た
。
席
を
譲
っ
て
あ
げ
よ

う
か
と
思
っ
た
け
ど
、
最
近
の
年
寄
り
に
は
元
気
な
人
が
多
い
。
年
寄
り
扱
い
し
た
ら
気
を
悪
く
す
る
だ

ろ
う
か
な
ど
と
考
え
て
た
ら
、
立
つ
の
を
や
め
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
判
断
に
な
っ
た
。
結
局
寝
た
ふ
り

し
ち
ゃ
っ
た
。
寝
た
ふ
り
し
た
の
は
、
私
た
ち
の
や
さ
し
さ
が
分
か
ら
な
い
大
人
と
か
が
、「
こ
の
子
、

席
も
立
た
な
い
で
。」
み
た
い
な
目
つ
き
で
じ
ろ
じ
ろ
見
る
か
ら
だ
、
と
。

わ
か
る
気
も
す
る
よ
ね
。
こ
こ
で
の
「
や
さ
し
さ
」
と
は
、

・
「
や
さ
し
さ
」
＝
年
寄
り
扱
い
し
な
い
で
い
て
あ
げ
る
こ
と

こ
こ
に
も
、｢

相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
高

校
生
が
得
ら
れ
た
も
の
は
何
か
？

ず
っ
と
座
っ
て
い
く
こ
と
！

客
観
的
に
は
、
高
校
生
は
座
り
続
け
、

お
年
寄
り
は
立
ち
続
け
る
。
し
か
し
、
主
観
的
に
は
、
高
校
生
は
相
手
へ
の
や
さ
し
さ
と
屈
託
を
抱
え
て

い
た
（
ら
し
い
）。

⑤

年
寄
り
扱
い
し
な
い
の
も
や
さ
し
さ
だ
と
い
う
論
理
に
は
一
定
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
と
同
時

に
、
年
寄
り
に
は
席
を
譲
る
と
い
う
若
い
人
た
ち
に
課
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
日
常
道
徳
を
脅
か
す
も

の
だ
。
だ
が
若
い
人
た
ち
の
新
し
い
モ
ラ
ル
と
し
て
の
や
さ
し
さ
は
ま
だ
、
寝
た
ふ
り
を
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
く
ら
い
に
し
か
市
民
権
を
獲
得
し
て
い
な
い
。

筆
者
は
「
年
寄
り
扱
い
し
な
い
の
は
や
さ
し
さ
だ
と
い
う
論
理
」
を
「
若
い
人
た
ち
の
新
し
い
モ
ラ
ル
」

、
、
、
、
、
、
、
、
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と
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
方
、
「
足
腰
が
弱
く
な
っ
て
い
る
年
寄
り
に
は
席
を
譲
る
の
が
や
さ
し
さ
だ
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
旧
来
の
日
常
道
徳
と
し
て
い
る
。
―
―
ど
う
違
う
の
か
？

⑥

年
寄
り
扱
い
を
し
な
い
の
が
や
さ
し
さ
だ
と
い
う
主
張
に
は
、
内
部
で
は
他
人
に
や
さ
し
く
、
そ
の

現
れ
と
し
て
は
自
分
に
や
さ
し
い
。
し
か
し
そ
の
外
へ
の
現
れ
と
し
て
は
、
知
っ
て
い
な
が
ら
年
寄
り
を

立
っ
た
ま
ま
放
置
し
て
お
く
の
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
き
に
一
種
の
残
酷
さ
と
し
て
現
れ
る
。

「
内
部
で
は
他
人
に
や
さ
し
く
」
＝
高
校
生
の
心
中
で
は
お
年
寄
り
に
や
さ
し
く
し
て
い
る
つ
も
り
。

「
そ
の
現
れ
と
し
て
は
自
分
に
や
さ
し
い
」
＝
自
分
は
座
っ
た
ま
ま
だ
か
ら
、
自
分
に
や
さ
し
い
。

「
そ
の
外
へ
の
現
れ
」
＝
自
分
は
座
り
、
お
年
寄
り
を
立
た
せ
た
ま
ま
―
―
残
酷
に
見
え
る
。

⑥
続
き

む
ろ
ん
、
こ
の
残
酷
さ
に
は
先
に
み
た
イ
ノ
セ
ン
ス
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
行
動
や
論
理
か

ら
較
べ
、
読
解
問
題
１
紙
一
重
で
は
あ
る
が
健
康
さ
を
感
じ
る
。
寝
た
ふ
り
を
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
現
実

に
目
を
つ
ぶ
っ
た
と
い
う
点
で
イ
ノ
セ
ン
ス
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
他
者
と
の
内
部
の
葛
藤
を
経

て
い
る
点
で
、
紙
一
重
で
イ
ノ
セ
ン
ス
を
脱
し
て
い
る
。

「
先
に
み
た
イ
ノ
セ
ン
ス
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
行
動
や
論
理
」
＝
相
手
が
悪
い
か
ら
、
自
分
は
相

手
に
暴
力
ふ
る
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
自
分
に
は
何
の
責
任
も
な
い
。

「
寝
た
ふ
り
」
＝
自
分
の
意
図
を
理
解
せ
ず
、
じ
ろ
じ
ろ
見
る
人
た
ち
が
悪
い
か
ら
、
自
分
は
寝
た
ふ

り
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
自
分
に
は
責
任
は
な
い
。

「
他
者
と
の
内
部
の
葛
藤
を
経
て
い
る
」
＝
相
手
の
た
め
に
立
つ
の
が
や
さ
し
さ
か
、
立
た
な
い
の
が

や
さ
し
さ
か
、
迷
っ
た
。

読
解
問
題
１
「
紙
一
重
で
は
あ
る
が
健
康
さ
を
感
じ
る
」
と
は
？

☆
傍
線
部
を
延
長
し
て
、
い
い
か
え
る
。
お
年
寄
り
を
立
た
せ
た
ま
ま
だ
っ
た
こ
と
に
は
、「
先
に
み

た
イ
ノ
セ
ン
ス
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
行
動
や
論
理
か
ら
較
べ
、
紙
一
重
で
は
あ
る
が
健
康
さ
を
感
じ

る
」。
先
の
例
（
虐
待
・
体
罰
）
と
比
較
す
る
こ
と
が
課
題
だ
。

虐
待
・
体
罰
で
は
、「
自
分
が
暴
力
を
ふ
る
う
つ
ら
さ
を
感
じ
る
」「
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
て
い
る
子
ど
も

の
心
の
痛
み
は
感
じ
な
い
」「
暴
力
は
し
つ
け
だ
」。

〈
席
を
立
た
な
い
〉
で
は
、「
自
分
が
立
た
な
い
葛
藤
を
感
じ
て
い
る
」「
相
手
が
何
を
望
ん
で
い
る
か

を
一
応
考
え
て
い
る
」
「
立
た
な
い
の
は
年
寄
り
扱
い
し
て
ほ
し
く
な
い
人
の
た
め
の
配
慮
だ
と
考
え
て

い
る
」。

似
て
い
る
け
れ
ど
、
紙
一
重
、
と
い
う
、
そ
の
違
い
は
ど
こ
か
。

「
子
ど
も
の
心
の
痛
み
は
感
じ
る
こ
と
な
く
、
自
分
だ
け
が
つ
ら
い
め
に
あ
っ
て
い
る
」

「
相
手
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
を
考
え
、
立
つ
か
ど
う
か
、
葛
藤
し
て
い
る
」
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絶
対
必
要
な
の
は
、「
相
手
の
こ
と
を
少
し
で
も
想
像
し
て
い
る
か
」
だ
。

【
解
答
例
】（
客
観
的
に
見
れ
ば
ど
ち
ら
も
相
手
に
残
酷
な
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
）
虐
待

や
体
罰
の
例
で
は
、
相
手
の
心
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
な
く
行
為
に
及
ん
で
い
る
が
、
高
校
生
の
例
で
は
、

相
手
が
何
を
望
ん
で
い
る
か
を
考
え
、
立
つ
か
ど
う
か
、
葛
藤
し
た
上
で
、
立
た
な
い
と
い
う
行
為
を
選

ん
で
い
る
と
い
う
点
で
、
自
分
の
行
為
を
反
省
す
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
と
い
う
こ
と
。

締
め
く
く
り
方
、
は
い
つ
も
問
題
に
な
る
が
、
原
則
は
、
☆
問
い
に
呼
応
し
た
文
末
に
す
る
、
こ
と
だ
。

「
健
康
さ
を
感
じ
る
」
と
は
？
と
い
う
問
い
に
合
う
よ
う
に
す
る
に
は
、
「
健
康
」
を
い
い
か
え
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
逆
に
、
こ
の
文
脈
で
の
「
不
健
康
」
と
は
何
か
、
を
考
え
て
み
る
。
す
る
と
そ
れ
は
、
先

の
例
に
あ
る
、
ま
っ
た
く
他
者
の
顧
み
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
り
か
え
る
視
点

も
も
た
な
い
点
に
あ
る
。｢

俺
に
も
責
任
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
反
省
が
死
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
虐
待
・
体
罰
の
病
的
な
心
理
が
う
か
が
え
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
逆
。
た
め
ら
い
、
ふ
り
か

え
り
、
開
い
て
い
る
可
能
性
、
別
の
行
為
を
選
択
す
る
可
能
性
―
―
そ
う
い
っ
た
こ
と
ば
で
こ
の
「
健
康
」

を
表
現
し
た
い
。

⑦

こ
の
よ
う
な
心
の
あ
り
方
を
だ
か
ら
自
己
愛
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
単
純
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
単
純
な
自
己
愛
な
ら
退
行
で
片
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
若
い
人
た
ち
は
退
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

年
寄
り
扱
い
し
な
い
の
が
や
さ
し
さ
だ
と
い
う
彼
ら
の
言
葉
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
者
へ
の
愛
を
内

部
で
成
立
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
は
た
ら
き
か
け
と
し
て
外
へ
表
さ
な
い
の
だ
。
自
己
愛
と
い
う
言
葉
を

使
う
な
ら
、
内
部
を
も
っ
た
自
己
愛
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
や
さ
し
さ
は
一
見
、

他
者
に
対
し
て
残
酷
に
見
え
る
や
さ
し
さ
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
、
筆
者
の
主
張
の
始
ま
り
だ
。
こ
こ
ま
で
読
ん
で
、
虐
待
ひ
ど
い
、
体
罰
ゆ
る
せ

な
い
、
席
譲
ら
な
い
っ
て
正
当
化
じ
ゃ
ん
、
結
局
、
イ
ノ
セ
ン
ス
っ
て
ダ
メ
じ
ゃ
ん
っ
て
こ
と
だ
ね
―
―

そ
の
視
点
だ
け
で
〈
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
い
た
〉
と
し
た
ら
、
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

席
譲
ら
な
い
的
な
「
や
さ
し
さ
」
は
、
「
他
者
へ
の
愛
を
内
部
で
成
立
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
を
は
た
ら

き
か
け
と
し
て
外
へ
表
さ
な
い
」
や
さ
し
さ
だ
と
筆
者
は
い
っ
て
い
る
。
心
の
中
で
は
、
他
者
へ
の
思
い

や
り
を
も
っ
て
い
る
、
し
か
し
、
結
局
席
を
立
た
な
い
か
ら
、
そ
の
や
さ
し
さ
は
、
外
へ
は
出
な
い
、
見

え
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
残
酷
さ
、
に
見
え
て
し
ま
う
。

⑧

さ
ら
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、
若
い
人
た
ち
が
自
分
の
口
か
ら
自
分
の
態
度
を
や
さ
し
さ
だ
と
主
張
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
に
出
会
う
と
私
た
ち
は
ふ
た
た
び
彼
ら
の
イ
ノ
セ
ン
ス
を
疑
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
暴
力
を
遊
び
と
か
し
つ
け
と
か
教
育
と
い
う
よ
う
に
言
い
張
っ
て
い
る
人
た
ち
の
論
理
と

そ
っ
く
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
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自
分
の
口
か
ら
自
分
の
態
度
（
席
を
譲
ら
な
い
）
を
や
さ
し
さ
だ
と
主
張
す
る
の
は
、
自
分
の
暴
力
は

し
つ
け
だ
と
口
に
す
る
虐
待
親
と
同
じ
理
屈
に
見
え
る
。

⑨

私
た
ち
の
経
験
で
は
や
さ
し
さ
の
評
価
は
こ
れ
ま
で
、「
あ
の
人
は
や
さ
し
い
。」
と
い
う
よ
う
に
他

者
が
下
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
若
い
人
た
ち
は
、
自
分
で
自
分
を
や
さ
し
い
と
評
す
る
。
や
さ
し
さ
は

何
よ
り
も
ま
ず
自
己
評
価
と
し
て
必
要
な
の
だ
。
こ
こ
で
も
旧
来
の
あ
り
方
が
一
八
〇
度
転
倒
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
の
他
者
性
の
欠
如
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
や
さ
し
さ
が
彼
ら
の
イ
ノ
セ
ン
ス
の

現
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
み
え
る
最
大
の
理
由
な
の
だ
。
だ
が
こ
う
し
た
批
判
的
な
見
方
は
こ
と
に
よ

っ
た
ら
、
読
解
問
題
２
真
実
の
半
分
を
言
い
当
て
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

や
さ
し
さ
の
評
価
（
旧
）
…
…
あ
の
人
は
や
さ
し
い

や
さ
し
さ
の
評
価
（
新
）
…
…
じ
ぶ
ん
は
や
さ
し
い
。
他
者
か
ら
の
評
価
が
欠
け
て
い
る
。

⑩

他
者
を
巻
き
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
こ
そ
が
若
い
人
た
ち
の
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
モ
ラ

ル
つ
ま
り
や
さ
し
さ
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
に
他
者
性
の
欠
如
と
し
て
否
定
的
に
分
析
さ
れ
た
も
の
こ
そ

が
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
モ
ラ
ル
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
価
値
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
若
い

人
た
ち
は
そ
う
し
た
態
度
を
自
信
を
も
っ
て
価
値
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ

を
価
値
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
い
の
な
ら
、
人
類
は
い
ま
ま
で
に
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
価
値
に
つ
い

て
の
感
性
に
出
会
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

読
解
問
題
２
「
真
実
の
半
分
を
言
い
当
て
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を

説
明
し
な
さ
い
。

自
分
で
自
分
を
や
さ
し
い
と
評
価
す
る
の
は
、
自
分
の
中
で
閉
じ
て
い
る
。
筆
者
が
提
示
す
る
の
は
、

し
か
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
新
し
い
価
値
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
他
者
と
い
う
の
は
や
っ
か
い
で
あ
る
。
他
者
を
そ
っ
と
し
て
お
く
や
さ
し
さ
、
が
、
よ
い

こ
と
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
ち
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の
は
わ
か
る
気
が
し
な
い
か
。

半
分
、
と
い
う
の
は
、
同
じ
こ
と
が
、
批
判
的
に
も
、
逆
に
、
価
値
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
だ
。

☆
傍
線
を
延
ば
し
、
解
答
の
構
文
を
確
認
し
て
か
ら
、
綴
る
と
い
い
。

「
こ
う
し
た
批
判
的
な
見
方
は
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、（

）
と
い
う
面
を
言
い
当
て
て
い
る
だ
け
で
、

（

）
と
い
う
面
を
言
い
当
て
て
な
い
か
ら
。」

こ
う
い
う
枠
組
み
を
先
に
用
意
し
、「
（
他
者
性
の
欠
如
）
と
い
う
面
を
批
判
し
て
い
る
だ
け
で
」「
（
新

し
い
価
値
な
の
か
も
し
れ
な
い
）
と
い
う
面
を
言
い
当
て
て
い
な
い
」
な
ど
と
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
れ
れ
ば
、

答
案
の
原
案
が
で
き
る
。
そ
こ
さ
え
で
き
れ
ば
、
ど
う
に
で
も
消
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
違
う
言
い
回
し
の

解
答
例
を
挙
げ
て
お
く
。
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【
解
答
例
】
自
分
で
自
分
を
や
さ
し
い
と
評
価
す
る
の
は
、
他
者
か
ら
の
評
価
が
欠
け
て
い
る
点
で
、
批

判
さ
れ
る
べ
き
あ
り
方
に
見
え
る
。
し
か
し
一
方
、
他
者
を
巻
き
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
新
し
い

価
値
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
。

⑪

こ
の
よ
う
な
新
し
い
価
値
に
お
い
て
は
、
や
さ
し
さ
は
残
酷
さ
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
が
起
こ
り

う
る
。
そ
れ
は
他
者
に
は
た
ら
き
か
け
て
生
み
出
し
た
残
酷
さ
で
は
な
く
、
逆
の
は
た
ら
き
か
け
な
い
こ

と
に
よ
る
結
果
と
し
て
の
残
酷
さ
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
や
さ
し
さ
に
お
い
て
、
他
者
は
内
部
で
く
っ
き

り
と
像
を
結
ん
で
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
馴
染
ん
で
き
た
他
者
へ
と
伸
び
て
行
き
繋
が
ろ
う
と

す
る
や
さ
し
さ
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
正
反
対
の
外
に
お
い
て
は
自
他
の
境
界
が
切
断
さ
れ
た
世
界
が

出
現
し
て
く
る
。
こ
の
や
さ
し
さ
と
残
酷
さ
の
一
致
は
、
読
解
問
題
３
や
が
て
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も

自
身
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
苛
酷
な
価
値
に
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
と
き
は
、
て
い
ね
い
に
☆
指
示
内
容
を
補
填
し
つ
つ
読

む
。
や
っ
て
み
よ
う
。

他
者
を
巻
き
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
新
し
い
価
値
に
お
い
て
は
、
や
さ
し
さ
は
残
酷
さ
と
い
う

形
態
を
と
る
。
や
さ
し
さ
か
ら
生
ま
れ
る
残
酷
さ
と
は
他
者
に
は
た
ら
き
か
け
て
生
み
出
し
た
残
酷
さ
で

は
な
く
、
逆
の
、
は
た
ら
き
か
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
残
酷
さ
で
あ
る
。
こ
の
、
他
者
に
働
き

か
け
な
い
と
い
う
や
さ
し
さ
で
も
、
他
者
は
内
部
で
く
っ
き
り
と
像
を
結
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
他
者
に

働
き
か
け
な
い
や
さ
し
さ
は
、
他
者
と
繋
が
ろ
う
と
す
る
や
さ
し
さ
と
は
正
反
対
だ
。（
内
部
に
は
他
者

の
像
は
あ
る
が
）
外
に
お
い
て
は
、
自
他
の
境
界
が
切
断
さ
れ
た
世
界
が
出
現
し
て
く
る
。
こ
の
や
さ
し

さ
と
残
酷
さ
の
一
致
は
、
や
が
て
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も
（
そ
の
や
さ
し
さ
と
残
酷
さ
の
一
致
を
）
自

身
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
苛
酷
な
価
値
に
な
っ
て
い
く
。

「
自
他
の
境
界
が
切
断
さ
れ
た
世
界
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
⑫
⑬
に
例
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
自

分
と
他
者
が
、
ぷ
つ
ん
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
世
界
だ
。
で
は
、「
他
者
に
働
き
か
け
な
い
」
こ
と
が
ど

の
よ
う
に
残
酷
さ
に
つ
な
が
る
の
か
。
抽
象
的
な
ま
ま
考
え
て
も
、
理
解
し
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ

ん
な
と
き
は
、
☆
例
で
考
え
る
。
座
席
を
譲
ら
な
い
例
で
考
え
る
な
ら
、
内
面
で
や
さ
し
さ
を
感
じ
て
い

る
高
校
生
は
、
高
齢
者
に
席
を
譲
ら
な
い
（
働
き
か
け
な
い
）
と
い
う
、
足
の
弱
い
老
人
に
と
っ
て
の
残

酷
さ
を
発
揮
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
自
分
に
と
っ
て
の
や
さ
し
さ
は
、
他
者
に
と
っ
て
の
残
酷
さ
に
な

る
。
こ
の
、
他
者
に
働
き
か
け
る
な
ん
て
こ
と
し
な
い
ほ
う
が
い
い
よ
、
と
い
う
の
が
、（
広
く
広
が
る
）

一
つ
の
価
値
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
も
は
や
、
自
分
が
（
そ
の
高
校
生
が
）
足
を
け
が
し
た
と
し
て
も
、

誰
に
も
席
を
譲
っ
て
も
ら
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

読
解
問
題
３

「
や
が
て
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も
自
身
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
苛
酷
な
価
値
に
な
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っ
て
い
く
」
と
は
？

も
は
や
、
自
分
が
（
そ
の
高
校
生
が
）
足
を
け
が
し
た
と
し
て
も
、
誰
に
も
席
を
譲
っ
て
も
ら
え
な
い
、

と
い
う
、
今
、
例
で
考
え
た
部
分
を
生
か
す
。

【
解
答
例
】
他
者
に
働
き
か
け
な
い
や
さ
し
さ
は
、
他
者
に
と
っ
て
残
酷
な
も
の
と
な
る
が
、
や
が
て
そ

の
や
さ
し
さ
が
広
が
っ
た
な
ら
、
自
分
も
ま
た
誰
か
ら
も
働
き
か
け
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
残
酷
さ
を
味

わ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
。

⑫

こ
こ
を
や
や
硬
質
な
言
葉
を
用
い
て
言
っ
て
み
た
い
。
た
ぶ
ん
、
こ
う
し
た
事
態
は
こ
れ
ま
で
通
用

し
て
い
た
他
者
と
の
「
距
離
の
エ
ロ
ス
」
が
崩
壊
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
距
離
の
エ
ロ
ス
の
崩
壊
と

い
う
観
点
を
具
体
的
な
シ
ー
ン
と
し
て
説
明
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
直
接
に
顔
を
合
わ
せ
て
語
り
合
う

よ
り
間
接
的
な
電
話
で
の
方
が
ず
っ
と
親
密
感
を
覚
え
長
時
間
の
会
話
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
若
い
人

た
ち
の
生
態
、
ま
た
外
か
ら
内
部
が
見
え
る
透
明
な
ガ
ラ
ス
張
り
の
喫
茶
店
が
登
場
し
若
い
人
で
賑
わ
う

と
い
っ
た
現
象
、
さ
ら
に
は
何
人
か
一
緒
に
喫
茶
店
に
出
か
け
て
行
き
な
が
ら
各
自
が
漫
画
雑
誌
に
読
み

耽
る
と
い
っ
た
光
景
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
愛
好
を
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
こ
こ
二
十
年
ば
か
り
の
あ
い
だ
に
生
じ
て
き
て
私
た
ち
の
関
心
を
引
い
た

都
市
の
若
い
人
た
ち
の
生
態
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
れ
ら
に
は
、
自
分
は
こ
こ
に
い
る
が
、
他
者
へ
の
働
き
か
け
や
、
他
者
か
ら
の
働
き
か

け
は
関
係
な
い
、
と
い
う
、
自
他
の
切
り
離
し
が
あ
る
。
コ
ン
ビ
ニ
で
「
何
を
お
探
し
で
す
か
」
と
か
迫

ら
れ
た
ら
ウ
ザ
い
。
個
が
漂
う
空
間
の
心
地
よ
さ
。

⑬

こ
こ
に
現
れ
て
き
て
い
る
の
は
、
エ
ロ
ス
す
な
わ
ち
親
密
さ
が
、
他
者
と
の
距
離
を
詰
め
る
と
こ
ろ

に
現
れ
る
濃
厚
さ
で
は
な
く
、
距
離
を
保
つ
こ
と
で
成
立
す
る
希
薄
さ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
た
事
態
で
あ
る
。
こ
の
距
離
の
エ
ロ
ス
の
崩
壊
は
逆
転
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
時
代
的

な
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
若
い
人
た
ち
の
「
や
さ
し
さ
」
と
い
う
価
値
は
、
旧
来
の
価
値
意
識

と
鋭
く
対
立
す
る
ゆ
え
に
病
理
に
見
え
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
同
時
に
そ
れ
は
時
代
が
あ
る

い
は
時
代
精
神
が
新
し
い
価
値
の
場
所
に
入
ろ
う
と
す
る
境
界
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

傍
線
部
の
構
文
は
、
「
エ
ロ
ス
す
な
わ
ち
親
密
さ
が
、
…
…
希
薄
さ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
」
で

あ
る
。
心
地
よ
い
感
じ
、
親
し
い
感
じ
、
は
、
べ
た
べ
た
距
離
を
詰
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
う
す
ー
く
つ

な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
を｢

時
代
」
の
せ
い
だ
と
い

っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
し
っ
か
り
つ
な
が
る
の
が
安
心
で
心
地
い
い
」
と
い
う
価
値
観
か
ら
見
れ
ば
、
個
が
漂
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っ
て
い
る
世
界
は
、
お
か
し
な
も
の
に
見
え
る
。
こ
の
「
お
か
し
な
も
の
に
感
じ
る
」
部
分
と
「
心
地
い

い
」
と
感
じ
る
部
分
の
境
目
が
、
時
代
の
境
目
な
の
だ
、
と
筆
者
は
言
っ
て
い
る
。

■
読
解
問
題

１

「
紙
一
重
で
は
あ
る
が
健
康
さ
を
感
じ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

２

「
真
実
の
半
分
を
言
い
当
て
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し

な
さ
い
。

３

「
や
が
て
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
も
自
身
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
苛
酷
な
価
値
に
な
っ
て
い
く
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

■
発
展
問
題

筆
者
は
「
新
し
い
や
さ
し
さ
」
に
あ
る
種
の
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ど
う

考
え
る
か
。｢

新
し
い
や
さ
し
さ
」
が
よ
い
も
の
に
進
化
す
る
条
件
、
そ
う
で
は
な
い
条
件
を
想
定
し
、

論
じ
な
さ
い
。

●
重
要
語｢

イ
ノ
セ
ン
ス
」

本
文
の
説
明
か
ら
理
解
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
否
定
的
な
意
味
合
い
で

使
わ
れ
て
い
た
が
、
根
源
的
に
私
た
ち
は
、
受
動
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
は
真
実
で
あ
る
。


