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と
見
る
こ
と
が
出
来
た。

車
は、
ぼ
く
の
家
の
前
に
さ
し
か
か
っ
た。

車
の
中
に
座っ
て
い
た
の
は、
疲
れ
切
っ
て、

皮
府
が
艶
を
失っ
た
痩
せ
た
中
年
男
だ
っ
た。

かぶ
中
折
帽
を
被
り、
背
広
姿
で、
目
を
聞
い
て
い

る
の
が
や
っ
と
と
い
っ
た
表
情
だ
っ
た。
歓
呼

の
声
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
な
く、
見
物
人
た

ち
も
黙
り
こ
くっ
て
い
た。
天
皇
は、
わ
た
し

の
三
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
先
に
い
た。

よ
く
見
る
と、
天
皇
の
目
は、
懸
命
に
国
民

に
反
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
つ
た。
そ

の
顔
を
見
て、
な
ぜ
か、
予
想
に
反
し
て、
反

感
を
覚
え
な
か
っ
た。

，
ま
け
て
し
も
た
の
よ
ね’

と
声
を
か
け、
敗
戦
の
哀
感
を
共
有
し
た
い

気
持
だ
っ
た。

そ
の
後、
天
皇
に
戦
争
責
任
は
あ
る
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た。
，
朝
ま
で
生
テ
レ
ビ’
で

も、
天
皇
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
は
何
度
も
論

じ
合
い、
も
ち
ろ
ん、
天
皇
に
戦
争
責
任
は
な

い
と
い
う
論
者
も
沢
山
い
た。
だ
が、
ぼ
く

はんらゅう

は、
天
皇
を
責
任
の
範
時
の
外
に
出
し
た

の
は、
日
本
人
に、
主
体
的
に
戦
争
の
総
括

を
さ
せ
な
い
た
め
の
ア
メ
リ
カ
の
策
硲
だ
っ

た
と
考－え
て
い
る・
し
か
し、
こ
う
は
書
き

tav
う
自唱
し祖母Fhh
ょっ
t
a
さ
れ
た．
調書位じ

い
た
る
ま
で、
こ
の
思
想
は
変
わ
っ
て
い
な
い。

ま
た、
見
と
お
せ
る
将
来
に
お
い
て
変
わ
る
と

も
思
え
な
い。
こ
の
意
味
で、
二
十
世
紀
最
大

の
事
件
は、
こ
の
文
書
が
密
か
れ
た一
九
四
五

年
に
起
こ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る。

タ
イ
プ
打
ち
の
こ
の
文
書
は、
謄
写
版
で
増

し
刷
り
さ
れ
た
だ
け
で、
出
版
は
き
れ
な
か
っ

た
（
た
だ
し、
全
世
界
に
配
布
さ
れ
た〉。
執

筆
者
が
他
の
仕
事
で
忙
し
す
ぎ
て、
原
稿
を
改

訂
す
る
暇
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（一
次
稿

の
大
部
分
も、
列
車
の
中
で
古
か
れ
た〉。
彼

は、
通
常
「
数

学者」
と
呼
ば
れ
る
が、
他
の

分
野
の
専
門
家
は
違
和
感
を
党
え
る。
な
ぜ
な

ら、
多
く
の
分
野
で
「
二
十
世
紀
最
大
の
業

績」
と
い
わ
れ
る
も
の
が、
こ
の
人
物
に
よ
っ

て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。
経
済
学
も
例

外
で
は
な
く、
彼
が
（
多
分、
他
の
仕
事
の
合

間
に〉
哲
い
た
三
つ
の
論
文
が、
そ
の
後
の
数

理
経
済
学
の
基
本
方
向
を
規
定
し
た。
そ
の
業

制
の
重
大
さ
は、
時
間
が
た
つ
ほ
ど
強
く
認
織

さ
れ
て
き
て
い
る。

こ
の
男
｜｜
生
国
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
呼
び
方

で
は、
ノ
イ
マ
ン・
ヤ
｜
ノ
シ
ュ。
普
通
は、

米
国
で
の
呼
び
名
ジ
ョ
ン・
フ
ォ
ン・
ノ
イ
マ

つ
つ
も、
ぼ
く
は
昭
和
天
皇
に
い
さ
さ
か
の

反
感
も
持っ
て
い
な
い。
昭
和
天
皇
と一
緒

に、
ア
メ
リ
カ
が
押
し
つ
け
た
戦
争
観
で
は

な
く、
主
体
的
に
戦
争
の
総
括
を
し
た
か
っ

た。
そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
残
念
至
極

で
あ
る。
コンピュータの誕生

,- i野の
ま李 口 ；
き 議 悠ゅ
j 書 記き
さ 雄ぉ

後
世
の
歴
史
家
が
二
十
世
紀
を
振
り
か
え

り、
最
も
重
要
な
事
件
を一
つ
だ
け
取
り
上
げ

る
と
す
れ
ば、
何
が
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
か
？

社
会
主
義
革
命
や
世
界
大
戦
は、
二
十
世
紀
人

か
ら
す
れ
ば、
重
大
事
件
だ。
し
か
し、
後
世

に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
と
深
さ
か
ら
判
断
す

れ
ば、
ど
う
だ
ろ
う
か
？

社
会
主
義
は
結
局

の
と
こ
ろ
永
続
的
社
会
制
度
と
は
な
ら
な
か
っ

た
し、
世
界
大
戦
も
二
回
限
り
で
終っ
た
（
多

分、
今
後
も
な
い
だ
ろ
う
ヲ
未
来
社
会
に
甚

大
な
E

SFYET
－え
た
とい
う
奮佐木
では、
コ
ン－E・E・E・E・－EEE・EEE－－－－－E・E・－－－－－E－－－－s

ン弔、hm’り羽μィ、hv’QEft－，はM ‘amw喧Qνι母、 ．

「
あ
な
た
の
最
大
の
業
組
は
何
か
？」
と
い
う

質
問
に、
「
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
の
自
己
随
伴
作

用
紫
の
理
論、
量
子
論
の
数
学
的
基
礎
付
け、

お
よ
び
エ
ル
ゴ
l
ド
定
理
の
数
学
的
基
礎
付

け」
と
答
え
た。
こ
の
中
に、
「
E
D
V
A
C

報
告
書
の
第一
次
稿」
は
含
ま
れ
て
い
な
い。

文化大革命との遭遇
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一
九
六
六
年
か
ら
六
七、
六
八
年
に
か
け
て

は、
中
国
の
文
化
大

革命
が
大
き
く
燃
え
あ
が

っ
た
時
期
で
あ
り、
ま
た
同
時
に
私
の
人
生
に

と
っ
て
の
転
換
期
で
も
あっ
た。
大
学
院
に
在

学
中
の
私
は、
六
六
年
四
月、
母
校
で
教
鞭
を

と
る
こ
と
に
な
り、
東京
外
大へ
赴
任
し
た。

世
界
を
震
揺
さ
せ
た
紅
衛
兵
の
大
群
が
北
京

の
天
安
門
広
場
に
出
現
し
た
の
は、
そ
の
年
の

八
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
る。
す
で
に『
現
代
中

国
論』
な
ど
の
著
書
も
出
し
て
い
た
私
は、
是

ピ
ュ
l
タ
の
誕
生
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性

が
強
い。

人
類
の
歴
史
に
お
い
て、
手
や
足
の
動
作
を

補
完・
代
替
す
る
道
具
は
沢
山
作
ら
れ
て
き

た。
し
か
し、
頭
脳
の
働
き
を
補
完
し
代
替
す

る

機械
は、
二
十
世
紀
の
中
噴
ま
で
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
歴

史
の
こ
の
段
階
ま
で
登
場
し
え
な
か
っ
た
の
に

は、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る。
と
り
わ
け、

機械
的
な
部
品
で
は
実
用
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

は
作
れ
な
い
か
ら、
電
子
管
の
登
場
は
不
可
欠

の
条
件
で
あ
っ
た。
し
か
し、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア

の
技
術
的
条
件
さ
え
溝
た
さ
れ
れ
ば
必
ず
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
が
登
場
し
た
か
と
い
え
ば、
そ
う
と

も
い
え
な
い。
自
動
計
算
機
械
に
対
す
る
需
要

は
昔
か
ら
存
在
し
て
お
り、
多
数
の
試
み
が
な

さ
れ
た
が、
そ
れ
ら
は
現
存
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
は
異
質
の
設
計
思
想
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る。
そ
の
よ
う
な
機
械
の
部
品
を
電

子
繁
子
に
置
守
か
え
た
と
こ
ろ
で、
現
在
の
コ

ン
ピ
ュ．
l
タ
に
は
な
ら
な
い。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
論
理
設
計
に
お
け
る
本
質

的
な
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
は
「
E
D
V
A
C
報
告

書
の
第一
次
稿L
と
い
う
何
と
も
無
愛
想
な
砲

の守主・で拠品有された可プb7ぅ’H
ぬ円．‘圏、
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記
念
訪
中
団
の一
団
員
と
し
て
訪
中
す
る
手
筈

が
整っ
た
の
だ
が、
当
時
は
国
家
公
務
員
の
共

産
圏
渡
航
が
禁
じ
ら
れ
て
い
て、
折
角
の
機
会

な
の
に
文
部
省
か
ら
許
可
が
出
な
か
っ
た。
人・

事
院
総
裁
に
直
訴
し、
よ
う
や
く
渡
航
許
可
を

得
た
の
だ
が、
訪
中
国
は
す
で
に
出
発
し
て
お

り、
私
は一
行
に
遅
れ
て
単
身
訪
中
す
る
こ
と

に
なっ
た。

六
六
年
十一
月
十
日、
私
は
初
め
て
の
外
国

と
し
て
の
香
港
に一
泊
し
た
翌
日、
国
境
の
深

訓
で
半
日
も
待
た
さ
れ
た
揚
げ
句
に、
よ
う
や

く
共
産
中
国
の
土
を
踏
む
こ
と
が
で
き
た。
国

境
を
跨
ぐ
や
そ
こ
は
も
う
文
化
大
革
命
の
紅
紅

烈
烈
た
る
世
界
で
あっ
た。

広
州
に一
泊
し
た
後、
暗
聞
の
な
か
を
紅
衛

兵
柴
田
が
語
動
し
て
い
る
夜
の
北
京
に
到
泊、

翌
十一
月
十
二
日
に
人
民
大
会
堂
で
聞
か
れ
た

孫
文
生
誕
百
周
年
記
念
の
式
典
に
な
ん
と
か
間

に
合っ
た
の
で
あ
る。
だ
が、
壇
上
の
中
国
要

人
の
な
か
に
肝
心
の
劉
少
奇
国
家
主
席
の
姿
が

な
い。
郡
小
平
党
総
書
記
も
い
な
い、
と知山サ

て
い
る
と、
こ
の
両
人
の
み
が
舞
台
の
右
手
か

ら
遅
れ
て
登
壇
し
て
き
た。
し
か
し、
会
場
か
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ら
は
拍
手
も
起
こ
ら
ず、
報
道
陣
の
カ
メ
ラ
も

フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
焚
か
な
い。
そ
の
瞬
間
に
私

は、
「
こ
れ
が
文
化
大
革
命
だ」
と
直
感
し
た

の
で
あ
る。

式
典
の
主
役
は
周
恩
来
総
理
だ
っ
た
が、
毛

沢
東
礼
讃
に
終
始
し、
最
後
に
は
『
毛
語
録』

を
振
り
か
ざ
し
て
「
毛
沢
東
思
想
万
歳
！」

「
毛
主
席
万
歳、
万
々
歳
！」
と
し
わ
が
れ戸

で
絶
叫
し
た。
こ
の
間、
劉
少
奇
は
苛
々
し
て

顔
面
蒼
白、
禁
煙
の
は
ず
の
ヒ
ナ
壇
で
立
て
続

け
に
タ
バ
コ
を
吸っ
て
い
た。
彼
は、
こ
の
日

を
最
後
に
二
度
と
公
衆
の
面
前
に
姿
を
現
す
こ

と
な
く、
惨
め
な
死
を
遂
げ
た
の
で
あっ
た。

一
方、
郵
小
平
は
と
い
う
と、
「
今
に
見
て
い

ろ
！」
と
い
っ
た
凄
い
形
相
で
周
恩
来
を
に
ら

み
つ
け
て
い
た
の
が
印
象
深
い。

や
が
て
私
は
上
海
を
訪
れ
た。
黄
浦
江
沿
岸

の
外
灘
に
は
早
く
も
各
地
の
武
闘
の
壁
新
聞
が

出
て
い
た。
そ
れ
ら
を
撮
影
し
て
い
て
紅
衛
兵

糾
察
隊
に
追
い
回
さ
れ
た
り
も
し
た
の
だ
が、

そ
の
と
き、
路
上
で
半
分
ち
ぎ
れ
た
ピ
ラ
を
拾

っ
た。
そ
こ
に
は
劉
少
脊
が
党
内
第一
の
実
権

派
で
あ
り、
第
二
の
実
権
派
は
郵
小
平
で
あ
る

と
嘗
か
れ
て
い
た。
当
時
は
ま
だ
文
革
が
い
か

なるものか明確でなかっただけに、私は
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら、
文
化
大
革
命
を
権
力
闘

争
の
大
衆
運
動
化
と
し
て
位
置
づ
け
る
視
点
を

探
し
当
て
た
の
で
あ
る。

中
国
で
の
貴
重
な
文
革
体
験
の
後、
私
は
香

港
に
約
四
十
日
滞
在
し
て
研
究
と
分
析
を
続
け

た。
そ
の
香
港
で
私
は、
実
に
衝
撃
的
な
情
報

を
入
手
し
た。
あ
れ
ほ
ど
の
権
威
を
誇っ
て
い

る
毛
沢
東
が
実
は
党
内
で
孤
立
し、
密
か
に
北

京
を
脱
出
し
て
上
海
か
ら
文
革
の
飾
火
を
あ
げ、

権
力
を
奪
回
し
た
の
だ
と
い
う。
こ
の
重
要
な

情
報
を
さ
ま
ざ
ま
に
検
証
し
て
み
る
と、
そ
れ

が
其
実
で
あ
る
こ
と
を
私
は
確
信
し
た。

当
時
私
は、
『
読
売
新
聞b
の
混
成
機
動
特

派
員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
た
の
で、
帰
国
後、
こ

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
綴っ
た
記
事
を
曾
い
た。
と

こ
ろ
が一
面
全
部
を
費
や
し
た
こ
の
記
事
が
発

表
さ
れ
る
前
夜、
編
集
局
会
議
で
ス
ト
ッ
プ
が

か
か
っ
た
の
で
あ
る。
筋
暫
き
が
あ
ま
り
に
も

衝
撃
的
な
の
で
社
と
し
て
は
掲
載
を
中
止
し、

そ
の
替
り
座
談
会
を
聞
い
て
私
の
発
言
と
し
て

一
部
を
発
表
す
る
こ
と
に
なっ
た
ハ
同
紙一
九

六
七
年一
月
二
十
三
日
付〉。
私
の
手
元
に
は、

輪

転機
が
回
る
直
前
の
校
正
刷
り
が
今
も
保
存

さ
れ
て
い
る。

このような顕末を知った当時の『中央
公
論』
編
集
次
長・
粕
谷一
希
氏
は、
同
誌
に

思
う
存分
岱
く
こ
と
を
勧
め
て
く
れ
た。
私
が

つ
け
た
論
文
題
名
は
「
激
動
の
中
国
か
ら
帰っ

てL
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が、
そ
れ
を
粕
谷

氏
は
「
毛
沢
東
北
京
脱
出
の
真
相」
と
し
て
発

表
し
（『
中
央
公
論』
一
九
六
七
年
三
月
号）、

国
内
外
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ。

文
革
礼
讃
の
論
調
が
圧
倒
的
だ
っ
た
当
時
の

マ
ス
コ
ミ
や
論
壇
で
は、
つ
ら
い
こ
と
も
多
か

っ
た
が、
文
革
に
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ
っ
て、

六
八
年
秋
か
ら
「
造
反
有
理」
を
ふ
り
か
ざ
し

て
キ
ャ
ン
パ
ス
を

封鎖
し
た
全
共
闘
の
学
生
諸

君
と
対
決
し
た
と
き
に
も、
私
は
持
説
を
展
開

し
て
譲
ら
な
か
っ
た。

私
の
文
革
体
験
の
お
蔭
で、
の
ち
に
副
総
統

の
と
き
来
日
さ
れ
た
台
湾
の
李
登
輝
さ
ん
と
お

会
い
し
た
と
き、
開
口一
番、
「
私
は
『
毛
沢

東
北
京
脱
出
の
其
相』
以
来
の
フ
ァ
ン
で
す」

と
言
わ
れ
た
光
栄
に
も
浴
し
て
い
る。
以
来、

李登輝
さ
ん
ご一
家
と
は
家
族
ぐ
る
み
の
ご
厚・

誼
を
い
た
だ
く
よ
う
に
なっ
た。

こ
う
し
て
文
化
大

革命
は
私
に
と
っ
て
の
ド

ラ
マ
で
も
あっ
た
が、
こ
の
時
期
を
通
じ
て
私

は、
若
き
日
の
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
粋
を
明
白

に断つこともできたのである．
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