
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が、
と
の
辺
の
乙
と
が
窓
外

に
世
間一
般
に
は
つ
か
ま
れ
て
い
な
い。
だ
か
ら、

一
方
で
は、
中
ソ
関
係
を
見
る
場
合
に
も、
ス
マ
ー

ト
に
計
量
さ
れ
る
国
際
政
治
上
の
戦
略
だ
け
で
判
断

さ
れ
が
ち
だ
し、
他
方
で
は、
毛
沢
京
や
周
恩
来
の

宮
桜山
を
表
向
き
に
解
釈
す
る
だ
け
で
中
闘
を
見
て
し

ま・つ。私
は、
最
近
も
あ
る
府
で
中
ソ
関
係
の
危
機
的
な

路
状
況
を

指策
し
た
ら、
一
笑
に
付
さ
れ
て
こ
ち
ら

が
篤
い
た
が、
「
い
ま
毛
沢
東
思
想
に
よ
っ
て
人
民

戦
争
蛤
が
と
な
え
ら
れ
て
い
ま
す
げ
れ
ど
も、
ζ
の

人
民
戦
争
と
い
う
も
の
は、
つ
ま
り
民
衆
の
災
民
族

に
対
す
る
反
抗
意
殺
に
も
と
づ
く
も
の
で
す」
と
い

う
著
者
の
意
見
は、
き
わ
め
て
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん

で
い
る。
中
国
の
北
方
異
民
族
と
の
同
化
融
合
の
流

叢

評
わ

開
門
b� 
門
I!/ 
門
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月
門
。
室

評

貝
塚
茂
樹
著

『
中
国
の

伝
統
と
現
代』

嶺
雄

評

〈
柑却
水
外
国
館
大
学
助
教
授〉

中
嶋

非
常
に
い
や
な
古
楽
だ
が、
「
中
間
プ
！
ム」
と

い
っ
た
も
の
が、
昨
今
の
わ
が
国
に
は
た
し
か
に
存

在
し
た。
一
方、
わ
が
閑
の
知
的
風
土
の
な
か
に
は、

依
然
と
し
て
中
凶
に
か
ん
す
る
タ
ブ
ー
が
表
向
き
に

は
存
在
し
て
い
る。
こ
の
こ
つ
の
事
実
は、
矛
盾
す

る
も
の
で
あ
る
が、
い
ず
れ
に
せ
よ、
中
国
を
き
わ

め
て
安
易
に
論
ず
る
と
い
う
軽
薄
な
風
潮
だ
け
が
残

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う。
た
し
か
に、
中
国
の
こ

と
な
ら、
捻
も
が
な
に
か
を
括
る
ζ
と
が
で
き
る。

そ
れ
は
大
い
に
総
得
な
と
と
な
の
だ
が、
諮
る
が
ら

に
は、
中
間
の
民
放
的
側
位
や
伝
統
を
知
る
べ
き
で

ゐ
あ
る。
だ
が、
世
の
中
す
べ
て
軽
侠
浮
薄
な
今
日、

も
4

き
わ
め
て
慾
立
的
な
昨
今
の
新
聞
紀
伊
を
な
な
め
統

み
し
た
軽
度
で、
中
国
が
怨
ら
れ
る
ζ
と
が
多
す
ぎ

は
し
な
い
か。

孔
子
批
判
や
耳慣
始
皇
礼
讃
が
中
国
で
起
っ
て
い
る

か
ら、
乙
ん
な
ζ
と
を
い
う
の
で
は
な
い。
もっ
と

本
質
的
な
と
と
ろ
で
中
関
を
考
え
よ
う
と
す
る
務
勢

を
持
す
る
と
と
は、
問
中
国
交
回
復
後
の
今
日、
中

国
に
た
い
す
る一
つ
の
礼
儀
で
も
あ
る
と
思
う
の
で

あ
る。貝

塚
茂
樹
氏
の
啓
一鋭
的
な
著
作
の
な
か
で、
本
山口

ほ
ど
削除
力
的
な
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
う。
木
作刊
は

氏
の
紘一以
や
談
話
を
集
め
た
も
の
だ
か
ら、
桝
成
上

は、
い
さ
さ
か
較
い
も
の
で
あ
る
が、
と
に
か
く
活

き
活
き
し
て
い
る。
そ
し
て、
中
国
古
代
史
の
碩
学

が、
毛
沢
東
体
制
下
の
中
国
に
た
い
し
て
抱
い
て
き

た
感
俊
が、
一
つ
の
山
を
越
え
た
と
き
の
よ
う
な
爽

か
さ
で
山中
慨
に
山山
て
い
て、
共
感
を
呼
ぶ。

「
ムm’
M問
の
脱
出入
を
考
え
る
と
き
に、
中
関
の
尺
伎
で

中
国
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す」
と
い
う
平

凡
な
古
築
に
合
ま
れ
る
意
味
の
大
き
さ
を
わ
れ
わ
れ

( 224) 

動
的
な
抗
争
の
過
程
の
な
か
で、
「
中
閣
に
直
接
に

ぶ
つ
か
る
北
方
民
族
の
同
化
が
進
行
し
て
ゆ
く
そ
ば

か
ら、
そ
の
狩
後
に
別
の
米
側
化
の
北
方
民
族
が
勃

興
し
て、
新
し
い
軒
威
と
な
る
の
は、
北
方
民
族
史

の
常
識
で
あ
る」
と
い
う
鋭
い
史
観
が
そ
こ
に
あ
る
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官事

か
ら
で
あ
る。

著
者
は、
本
谷
の
な
か
で
「
中
閣
の
民
族
窓
鍛」

の
解
明
に
カ
を
注
い
で
お
り、
民
族
怠
識
の
把
握
を

通
じ
て
革
命
と
伝
統、
連
続
と
非
迎
続
の
問
題
を
考

察
し
よ
う
と
し
て
い
る。
そ
し
て、
乙
の
点
で
著
者

は、
「
私
は、
現
在
の
中
関
の
民
族
意
袖酬
を
も
含
め

て、
や
は
り
基
本
的
に
は
底
洗
と
し
て、
古
代
に
形

成
さ
れ
た
民
族
意
設
の
原
型
が
そ
の
践
に
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
ま
す」
と
述
べ、
世
界
帝
陶
と
し
て

の
中
国
統一
の
歴
史
哲
学
に
基
づ
く
対
外
関
係
を
規

定
し
た
「
五
服
説」
か
ら
場
か
れ
る
朝
貢
関
係
に
ふ

れ
て、
「
い
わ
ゆ
る
大
国
主
義
で
す
け
れ
ど
も、
い

ま
の
中
国
政
府
に
も、
そ
の
残
存
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す。
か
つ
て
日
本
と
中

国
と
の
覚
書
貿
易
の
交
渉
で
ま
ず
日
本
が
四
原
則
を

認
め
ね
ば
具
体
的
な
表
沙
に
入
ら
ぬ
と
い
う
態
度

は、
周
辺
民
族
が
中
間
の
文
化
的
支
配
を
承
認
す
る

ζ
と
を
前
提
と
し
て、
朝
刊H
関
係
に
入
る
の
と
よ
く

似
て
い
ま
す」
と
語
っ
て
い
る。

こ
の
よ
う
に、
革
命
の
な
か
に
伝
統
が、
非
辿
統

の
う
ち
に
述
絞
が
生
き
て
い
る
乙
と
に
つ
い
て
は、

今
日
の
中
国
共
産
党
も
中
間
繰
村
社
会
に
み
ら
れ
た

封
建
的
な
ジ
エ
ロ
ソ
ト
ク
ラ
シ
l
（
老
人
支
配）
と

司書

共
通
の
パ
タ
l
ソ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
提
起

に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く。
そ
し
て、
毛
沢
東
に
た
い

す
る
著
者
の
根
本
的
疑
問
は、
「
革
命
運
動
家
は、

革
命
政
権
が
で
き
た
と
き
に
革
命
政
治
家
と
し
て
生

ま
れ
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ζ
と
で
あ
る」
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が、
ζ

の
ζ
と
は、
「
馬
上
で
天
下
を
統一
す
る」
乙
と
よ

り
「
馬
上
で
天
下
を
統
治
す
る」
と
と
を
虫
く
視、

「
創
業」
よ
り
「
守
成」
を
窓
ん
ず
る
中
間
的
な
政

治
思
怨
を
毛
沢
東
が
超
克
し
得
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
な
の
で
も
あ
る。

本
容
に
は、
「
ど
う
も
日
本
の
歴
史
家
は
自
国
の

悪
口
を
書
く
の
に
熱
心
で
あ
り
ま
す」
と
か、
「
中

ソ
問
題
に
つ
い
て
は、
で
す
か
ら、
両
方
の
大
国
意

識
が
も
と
に
あ
る」
と
か、「
問
中
関
係
と
い
う
も
の、

い
ろ
ん
な
と
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も、
私
は
日
本

の
政
治
家
や
国
民
が
賢
明
で
あ
る
な
ら
ば、
そ
し
て

ゆ
情
人
民
共
和
問
の
政
治
家
が
賢
明
で
あ
る
な
ら
ば

解
決
で
き
な
い
関
係
で
は
な
い
と、
そ
う
い
う
ふ
う

に
ほ
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す」
と
か
の
発
言
が

あ
っ
て、
い
が
に
も
日
本
人
と
し
て
の
中
間
観
が
怒

ら
れ
て
い
て
心
強
い。

「
ζ
ん
ど
の
文
化
革
命
の
な
か
に
も、
中
国
古
来
の

儒
教
的、
道
徳
的
な
考
え
方
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ

て
い
る」
と

指摘
す
る
著
者
が、
林
彪
異
変
以
来、

孔
子
批
判
に
い
た
る
過
程
に
照
し
て、
中
間
の
「
革

命」
を
現
時
点
で
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か、
文

化
大
革
命
初
期
の
紅
衛
兵
の
出
現
に
た
い
し、
「
ひ

ょ
っ
と
す
る
と、
せ
っ
か
く
二
十
余
年
の
血
の
に
じ

む
苦
闘
に
よ
っ
て
途
成
し
た
革
命
の
成
果
で
あ
る
中

関
共
産
党
の
組
織
を
根
底
か
ら
動
揺
さ
せ
る
泡
機

に
追
い
ζ
む
ζ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危

倶
の
念
を
強
く
い
だ
い
た」
と
い
う
著
者
の
懐
疑
は

お
そ
ら
く
さ
ら
に
増
幅
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

( 225) 

う
か。と

も
か
く、
本
容
は、
『
毛
沢
東
伝』
（
砦
波
新

書、
一
九
五
六
年）
に
よ
っ
て
出
売
し
た
努
者
の、

今
日
の
中
聞
に
た
い
す
る
評
価
の
航
跡
を
知
る
う
え

で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る。

－本
む
に
は、
加
藤
周
て
A・
ト
イ
ソ
ピ
l、
0

・
ラ
テ
ィ
毛
ア
／
岩
村
忍
の
路・米
と
の
政
指
も
合
ま

れ
て
い
る
ほ
か、
京
都
大
学
退
官
記
念

講演
「
中
阿

古
代
史
研
究
四
十
年」
が
収
録
さ
れ
て
お
り、
と
く

に
退
官
記
念

総論酬
は
や
は
り
叫味
わ
い
深
い
も
の
で
あ

る。

（
中
央
公
論
社
二
八
O
円）


