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１
、
「
西
方
の
人
」
（
１
）

昭
和
文
学
は
、
実
に
芥
川
の
死
を
も
っ
て
始
ま
る
。
一
つ
の
時
代
が
一
作
家
の
死

に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
上
彼
の

絶
箪
と
な
っ
た
作
品
「
西
方
の
人
」
及
び
、
「
続
西
方
の
人
」
は
、
単
に
昭
和
文
学

の
み
な
ら
ず
昭
和
と
い
う
時
代
へ
の
壬
言
品
善
径
父
吊
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作

品
の
巻
末
に
記
さ
れ
た
「
昭
和
二
年
七
月
十
日
」
あ
る
い
は
「
昭
和
二
年
七
月
一
一
十
三
日

の
日
付
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
か
。
事
実
上
適
稿
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
作
品
へ

の
理
解
は
、
芥
川
文
学
の
最
終
的
な
到
達
点
を
知
る
事
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く

昭
和
文
学
そ
の
も
の
の
大
き
な
流
れ
の
一
つ
を
掴
む
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

「
芥
川
龍
之
介
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
、
主
と
し
て
前
記
の
二
作
品
の
中

に
盛
込
ま
れ
た
こ
の
主
題
に
就
い
て
は
、
過
去
に
於
い
て
既
に
幾
多
の
論
が
展
開
さ

れ
、
既
に
そ
の
評
価
も
定
ま
っ
た
感
じ
が
あ
る
が
、
本
論
は
そ
う
し
た
過
去
の
芥
川

諭
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
唯
美
的
な
見
地
か
ら
私
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

芥
川
文
学
の
中
に
於
い
て
大
き
な
一
分
野
を
な
し
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
物
と
呼
ば

れ
る
作
品
群
の
中
に
あ
っ
て
、
「
西
方
の
人
」
及
び
、
「
続
西
方
の
人
」
が
独
特
の

光
芒
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
彼
自
身
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
自
身
の
信
仰
の
問
題
に
関
わ

る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
ど
の
程
度
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
心
情
を
理
解
し
同
調
し
た
か
、
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）

「
西
方
の
人
」
の
評
価

「
続
西
方
の
人
」

あ
る
い
は
ま
た
、
信
徒
に
な
ら
ん
と
し
た
か
を
「
西
方
の
人
」
が
示
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
芥
川
自
ら
「
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
－
殊
に
カ
ト

リ
ッ
ク
教
を
愛
し
て
い
た
」
と
い
う
ふ
う
に
、
純
粋
に
唯
美
的
な
趣
味
か
ら
「
煙
草

と
悪
魔
」
を
初
め
と
す
る
キ
リ
シ
タ
ン
物
を
創
作
し
た
時
点
と
、
晩
年
に
於
い
て

「
西
方
の
人
」
を
執
筆
し
た
時
期
に
於
い
て
は
、
彼
自
身
の
心
情
が
キ
リ
ス
ト
教
や

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
孟
譲
分
違
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
仮
に
彼

の
「
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
っ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
っ
た
。
僕
の
罪

を
受
け
た
の
は
必
ず
し
も
そ
の
為
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
僕
は
そ
の
為

に
も
罰
を
受
け
た
こ
と
を
信
じ
て
い
る
」
（
「
あ
る
鞭
」
）
と
い
う
言
葉
が
真
実
の

告
白
か
ら
は
ほ
ど
違
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
西
方
の
人
」
と
「
煙
草
と
悪
魔
」
以
下
の
キ
リ
シ
タ
ン
物
と
の
間

に
一
線
を
画
し
て
い
る
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
「
わ
た
し
は
た
だ
わ
た
し
の
感
じ

た
通
り
に
『
私
の
キ
リ
ス
ト
』
を
印
す
の
で
あ
る
」
と
い
う
芥
川
の
前
書
き
の
後
に

登
場
す
る
キ
リ
ス
ト
は
、
確
か
に
作
者
の
独
創
》
的
な
着
想
に
よ
り
肉
付
け
さ
れ
た
紛

れ
も
な
い
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
西
方
の
人
」
を
支
え
て
い

る
二
つ
の
理
念
－
マ
リ
ア
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
、

さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
聖
霊
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
」
－
と
共
に
こ
の
作
品
に
於
け
る
芥
川
の
勝
れ
た
独
創
で
あ
る
。
こ
の
相
反

す
る
理
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
本
質

的
な
理
解
に
し
て
も
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
マ
リ
ア
は
永
遠
に
女
性
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
聖
霊
は
必
ず
し
も
聖
な
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
芥
川
の
言
葉
は
ひ
ど
く
漠
然
と
し
た
感
じ
を
読
む
者
に
与

え
る
。
こ
の
漠
然
さ
あ
る
い
は
暖
味
さ
が
、
キ
リ
ス
ト
と
マ
リ
ア
と
い
う
二
つ
の
相

対
立
す
る
立
場
へ
の
自
由
な
見
解
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
芥
川
自
身
の
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次
の
よ
う
な
マ
リ
ア
に
つ
い
て
の
説
明
の
語
句
か
ら
、
マ
リ
ア
の
意
味
す
る
対
象
を

見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
女
人
の
う
ち
に
多
少
の
マ
リ
ア
を
感

じ
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
男
子
の
う
ち
に
も
－
。
い
や
、
我
々
は
炉

に
燃
え
る
火
や
畠
の
野
菜
や
素
焼
き
の
瓶
や
巌
畳
に
で
き
た
腰
掛
け
の
う
ち
に
も
多

少
の
マ
リ
ア
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
」
作
者
自
身
の
こ
の
言
葉
か
ら
、
マ
リ
ア
の
意

味
す
る
対
象
が
ど
う
や
ら
作
者
が
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
芸
術
生
活
、
創
作
活
動

か
ら
懸
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
芥
川
自
身
が
普
段
意
に

介
さ
な
か
っ
た
人
間
の
生
活
、
就
中
彼
自
身
の
日
常
生
活
を
も
意
味
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
於
い
て
は
、
当
然
彼
が
次
の
よ
う
に
僅
辱
の
言
葉
で
見

下
し
て
い
た
一
般
大
衆
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
彼
は
梯
子
の
上
に
佇
ん
だ
ま
ま
、
本
の
間
に
動
い
て
い
る
店
員
や
客
を
見
下
し

た
。
彼
ら
は
妙
に
小
さ
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
い
か
に
も
み
す
ぼ
ら
し
か
っ
た
。

『
人
生
は
一
行
の
ポ
オ
ド
レ
ェ
ル
に
も
若
か
な
い
』
彼
は
暫
く
梯
子
の
上
か
ら
こ
う

い
う
彼
ら
を
見
渡
し
て
い
た
。
」
（
「
或
阿
呆
の
一
生
」
）

二
行
の
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
」
と
見
下
し
た
人
間
の
生
活
に
対
し
て

芥
川
が
晩
年
、
そ
れ
も
死
の
直
前
に
至
っ
て
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ

る
と
い
う
認
識
を
抱
い
た
事
は
、
一
人
の
唯
美
的
傾
向
を
持
っ
た
作
家
に
於
け
る
大

き
な
変
化
で
あ
る
。
か
っ
て
「
戯
作
三
味
」
を
書
き
、
「
地
獄
奉
逵
を
書
き
「
技
野

抄
」
を
書
い
て
懸
か
れ
た
人
々
に
対
す
る
限
り
無
い
共
鳴
を
示
し
て
い
た
頃
の
芥

川
に
あ
っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
ク
リ
ス
ト
の
母
、
マ
リ
ア
の
一
生
も
や
は
り
『
涙
の
谷
』
の
中
に
通
っ
て
い
た
。

が
マ
リ
ア
は
忍
耐
を
重
ね
て
こ
の
一
生
を
歩
い
て
行
っ
た
。
世
間
知
と
愚
と
美
貌
と

は
彼
女
の
一
生
の
う
ち
に
住
ん
で
い
る
。
」
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
マ
リ
ア
像
が

芥
川
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
作
者
自
身
が
最
初
に
「
マ
リ
ア
は
た
だ
の
女
人
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い

る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

マ
リ
ア
は
芥
川
に
と
っ
て
聖
母
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
颪
筐
と
呈
奉
徳
」

の
不
思
議
に
ま
じ
り
あ
っ
た
社
会
そ
の
も
の
、
－
芥
川
に
と
っ
て
は
創
作
活
動
を
離

れ
た
実
生
活
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
あ
る
夜
聖
霊
に
感
じ
て
マ
リ
ア
が
生
み
落
と
し
た
キ
リ
ス
ト
と
は
何
か
、

我
々
は
こ
の
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
中
に
数
々
の
芥
川
作
品
の
影
を
見
る
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
ま
た
芥
川
自
身
の
姿
を
も
見
る
か
も
知
れ
な
い
。
結
局
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
「
マ
リ
ア
Ⅱ
生
活
」
を
地
盤
と
し
て
、
「
ク
リ
ス
ト
Ⅱ
作
品
あ
る
い
は
芸
術
生

活
」
を
生
み
出
す
聖
霊
と
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
唯
美
的
な
芸
術
感
覚
、
つ
ま
り
美

意
識
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
芥
川
の
作
家
生
活
は
、
マ
リ
ア
の
言
葉

に
示
さ
れ
た
「
世
間
知
と
愚
」
に
囲
ま
れ
た
彼
の
日
常
生
活
の
中
か
ら
、
彼
を
聖

霊
と
い
う
名
の
彼
独
自
の
唯
美
主
義
の
力
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
的
世
界
に
脱
出
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
彼
は
一
体
何
度
こ
の
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
」
世
界

を
打
ち
捨
て
て
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
」
世
界
へ
の
脱
出
を
試
み
た
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
彼
の
生
涯
に
於
け
る
創
作
生
活
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
マ
リ
ア
の
世
界
に
生

活
す
る
芥
川
の
ク
リ
ス
ト
的
世
界
へ
の
脱
出
の
試
み
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
う
い
う

夢
を
抱
い
て
い
る
彼
に
と
っ
て
「
聖
霊
Ⅱ
美
意
識
」
は
し
ば
し
ば
、
大
き
な
力
を
貸

し
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
手
段
と
な
っ
た
芸
術
感
覚
を
支
え
た
の
は
、
彼
の
旺

盛
な
読
書
生
活
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ス
ト
的
世
界
へ
の
突
入
を
図
っ
た
彼
の
体
験
は
、
し
ば
し
ば
彼
の
作
品
の
中

に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
無
論
、
同
じ
体
験
で
も
そ
の
作
品
の
創
作
時
の
違
い

に
よ
っ
て
微
妙
な
差
が
見
受
け
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

「
ヴ
オ
ル
テ
エ
ル
は
こ
う
い
う
彼
に
人
工
の
翼
を
供
給
し
た
。
彼
は
こ
の
人
工
の

翼
を
ひ
ろ
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
い
上
が
っ
た
。
同
時
に
ま
た
理
智
の
光
を
浴
び
た

人
生
の
歓
び
や
悲
し
み
は
彼
の
目
の
下
へ
沈
ん
で
行
っ
た
。
彼
は
み
す
ぼ
ら
し
い
町
々
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の
上
へ
反
語
や
微
笑
を
落
と
し
な
が
ら
、
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
つ
直
に
太
陽

へ
登
っ
て
行
っ
た
。
丁
度
こ
う
い
う
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光
に
焼
か
れ
た
為
に
と
う

と
う
海
へ
落
ち
て
死
ん
だ
昔
の
希
臘
人
も
忘
れ
た
よ
う
に
－
．
」
（
「
或
阿
呆
の
一

生
」
）こ
の
場
合
、
「
聖
霊
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
ず
に
代
わ
り
に
「
人
工
の
翼
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
内
容
は
同

じ
事
で
あ
る
。
「
人
工
の
翼
」
の
力
を
借
り
て
ク
リ
ス
ト
的
世
界
へ
の
参
加
を
行
お

う
と
す
る
彼
の
前
に
あ
る
運
命
は
、
死
で
あ
る
。

「
人
工
の
翼
」
が
太
陽
へ
の
接
近
に
連
れ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
事
は
、
自
明

の
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
芥
川
作
品
の
中
に
於
い
て
示
さ

れ
て
い
る
。
「
人
工
の
翼
」
を
焼
か
れ
て
死
ん
だ
一
芸
術
家
の
運
命
、
「
地
獄
変
」

の
主
人
公
良
秀
の
一
生
は
作
品
執
筆
の
大
正
七
年
四
月
に
於
い
て
は
、
作
者
に
と
っ

て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
芥
川
は
後
年
こ
の
「
人
工
の
翼
」
を

焼
か
れ
て
死
ん
だ
三
漏
家
の
最
後
に
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
る
。
（
亘
望
崖
３
夜
）

「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
い
わ
ば
、
マ
リ
ア
的
生
活
に
安
住
す
る
事
の
出

来
な
い
人
間
が
、
「
聖
璽
」
あ
る
い
は
ま
た
「
人
工
の
翼
」
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
的
世

界
へ
の
参
加
を
希
望
し
た
時
、
彼
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
て
い
る
運
命
が
死
で
あ
る
と

い
う
事
実
は
、
そ
の
こ
と
自
体
既
に
悲
劇
的
な
事
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
芥
川
文
学
の
悲
劇
性
は
そ
の
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
か
な
り
以
前
か
ら
見
ら
れ
た
芥
川
文
学
に
於
け
る
暗
い
影
は
、
「
西

方
の
人
」
に
於
い
て
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
通
し
て
見
事
な
く
ら
い
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
短
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
彼
は
こ
の
時
に
－
や
っ
と
三

十
歳
に
及
ん
だ
時
に
彼
の
一
生
の
総
決
算
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
し
み
を
嘗
め

て
い
た
。
（
中
略
）
天
に
近
い
山
の
上
に
は
氷
の
よ
う
に
澄
ん
だ
曰
の
光
の
中
に
岩

石
ら
の
聟
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
深
い
谷
の
底
に
は
柘
榴
や
無
花
里
子
も
匂
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
ま
た
家
々
の
煙
も
か
す
か
に
立
ち
昇
っ
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
ク
リ
ス
ト
も
ま
た
恐
ら
く
は
こ
う
い
う
下
界
の
人
生
に
懐
し
さ
を
感
じ

ず
に
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
道
は
嫌
で
も
応
で
も
人
気
の
な
い
天

に
向
か
っ
て
い
る
。
彼
の
誕
生
を
告
げ
た
星
は
－
あ
る
い
は
彼
を
生
ん
だ
聖
霊
は
彼

に
平
和
を
与
え
よ
う
と
し
な
い
。
」

（
「
西
方
の
人
」
距
天
に
近
い
山
の
上
の
問
答
）

生
活
を
離
れ
て
芸
術
の
世
界
に
生
き
ん
と
す
る
芥
川
の
意
思
は
、
「
西
方
の
人
」

以
前
に
於
い
て
も
虚
構
と
い
う
名
の
も
と
に
し
ば
し
ば
示
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し

こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
、
い
わ
ば
自
己
告
白
に
近
い
形
で
示
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な

事
は
な
か
っ
た
。

「
た
だ
の
女
人
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
マ
リ
ア
に
示
さ
れ
た
日
常
生
活
か
ら
離
れ
、

「
天
に
近
い
山
」
の
そ
れ
も
「
氷
の
よ
う
に
澄
ん
だ
日
の
光
の
中
」
に
立
ち
す
く
ん

で
い
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
、
彼
の
見
下
し
て
い
る
視
線
に
映
じ
る
の
は
、
「
家
々
の
煙
」

で
あ
り
、
「
柘
穐
や
無
花
果
」
の
匂
い
で
あ
っ
た
。
「
ク
リ
ス
ト
も
ま
た
恐
ら
く
は

こ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
像
を
記
し
た
芥
川
に
あ
っ
て
は
、
「
西
方
の
１
△
の
キ
リ
ス
ト

は
完
全
仔
池
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
ク
リ
ス
ト
も
ま
た
」
と
書
い
た
芥
川
は

既
に
そ
の
瞬
間
に
於
い
て
、
虚
構
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
、
私
小
説
家
並
の
自
己
告

白
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
一
樫
度
に
告
白
を
嫌
っ
た
芥
川
で
あ
っ
た
の

に
（
「
澄
江
堂
雑
記
」
参
照
）
。

キ
リ
ス
ト
の
中
に
自
己
を
同
化
さ
せ
た
直
後
に
あ
っ
て
、
「
彼
の
道
は
人
気
の
な

い
天
に
向
か
っ
て
い
る
。
彼
を
生
ん
だ
聖
霊
は
彼
に
平
和
を
与
え
よ
う
と
し
な
い
」

と
い
う
言
葉
が
、
も
は
や
キ
リ
ス
ト
と
は
懸
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、
作
者
自
身
の
率

直
な
自
己
告
白
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
文
学
上
、
唯
美

的
な
作
家
と
し
て
日
常
生
活
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
後
も
、
現
実
社
会
を
実
生
活
者
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と
し
て
生
き
て
い
る
人
々
の
姿
は
、
芥
川
に
多
少
の
羨
望
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

「
人
工
の
翼
」
に
よ
り
天
井
世
界
へ
の
突
入
を
図
り
、
み
す
ぼ
ら
し
い
町
々
へ
侮
辱

の
視
線
を
投
げ
掛
け
た
後
も
、
決
し
て
人
間
の
世
界
へ
の
思
い
を
断
切
る
事
は
出
来

な
か
っ
た
。
「
下
界
の
人
生
」
へ
の
思
い
を
残
し
た
ま
ま
芥
川
の
道
も
ま
た
「
人
気

の
な
い
天
に
向
か
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

か
っ
て
完
全
な
る
芸
術
至
上
主
義
者
の
世
界
を
描
い
て
い
た
頃
の
彼
に
あ
っ
て
は

考
え
ら
れ
る
事
で
は
な
い
。
無
論
、
そ
の
頃
の
彼
に
あ
っ
て
も
多
少
の
逵
巡
さ
が
作

中
に
残
さ
れ
て
い
た
事
も
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
あ
る
種
の
叙
情
性
と
見
ら
れ
、

作
者
の
精
神
及
び
肉
体
両
面
が
衰
弱
す
る
ま
で
表
面
に
出
る
事
は
な
か
っ
た
。
傑
作

と
言
わ
れ
る
芥
川
作
品
に
於
い
て
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
叙
情
性
は
、
後
の
「
西
方
の

人
」
に
至
っ
て
は
、
「
芥
川
自
身
の
悲
劇
的
運
命
の
ア
ナ
ロ
ジ
イ
を
キ
リ
ス
ト
に
求

め
よ
う
と
」
し
た
と
い
う
指
摘
の
根
拠
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
笹
淵
友
一
「
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
解
釈
と
鑑
賞
銀
１
８
）

キ
リ
ス
ト
は
、
「
彼
の
誕
生
を
告
げ
た
星
」
と
「
聖
霊
」
と
に
よ
り
地
上
の
平
和
な

生
活
を
阻
ま
れ
て
い
る
、
と
芥
川
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
、
芥
川

自
身
が
自
己
の
作
家
生
活
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
を
知
る
事
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
彼
は
、
一
つ
に
は
運
命
に
よ
り
、
一
つ
に
は
芸
術
的
な
情
熱
の
為
に
、
「
天
に

近
い
山
」
に
至
る
た
め
の
創
作
活
動
を
止
め
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
苦
し
い
創
作
生
活
の
果
て
に
登
り
つ
め
た
「
天
に
近
い
山
の
上
」
は

「
氷
の
よ
う
に
澄
ん
だ
日
の
光
の
中
」
、
岩
だ
け
が
そ
び
え
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ

ば
死
の
世
界
で
あ
っ
た
。
芥
川
は
「
氷
の
よ
う
な
」
世
界
で
「
如
何
に
生
く
べ
き
乎
」

と
い
う
悲
劇
的
な
間
を
何
度
も
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
運
命
の
前
に

迫
り
来
る
「
見
苦
し
い
死
」
を
頭
の
隅
で
意
識
し
な
が
ら
１
。
結
局
、
「
窃
天
に

近
い
山
の
上
の
問
答
」
は
、
芸
術
家
と
し
て
の
芥
川
と
一
市
民
と
し
て
の
芥
川
の
内

部
葛
藤
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
古
く
て
新
し
い
芸
術
家
の
精
神
内
部
に
於
け
る
対
立
の
問
題
は
、
芥
川
に
あ
っ

て
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
問
題
提
起
ま
で
は
平
凡
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
解
決
に
あ
っ
て
は
、
芥
川
の
そ
れ
は
極
め
て
独
自
な
展
開
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。「
西
方
の
人
」
の
中
に
於
い
て
芥
川
が
我
々
に
示
し
た
芸
術
家
の
自
己
救
済
の
方

法
に
つ
い
て
見
て
い
く
前
に
、
芥
川
の
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
独
特
の
も
の
で
あ
る
が
明

確
に
し
た
い
と
思
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
抱
い
て
い
る
問
題
を
、
芸
術
家
気
質
と
市

民
気
質
あ
る
い
は
ま
た
、
人
生
と
死
と
言
っ
た
対
立
す
る
概
念
に
よ
っ
て
と
ら
え
た

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
作
品
、
「
ト
ー
ー
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
」
は
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す

る
も
の
」
を
拒
絶
し
、
自
己
の
意
思
の
赴
く
ま
ま
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」

の
導
く
ま
ま
に
生
き
ん
と
す
る
一
人
の
青
年
の
物
語
で
あ
る
。

芸
術
に
よ
っ
て
し
か
生
き
て
い
け
な
い
人
間
で
あ
る
ト
ニ
オ
は
、
自
分
と
は
無
縁

の
人
間
、
つ
ま
り
絶
対
に
悩
む
事
が
な
く
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
も
な
く
、

頑
丈
な
心
と
神
経
を
持
っ
た
人
連
（
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
セ
ン
や
イ
ン
ゲ
ポ
ル
グ
・
ホ
ル
ム
）

に
対
し
て
、
軽
蔑
の
念
と
同
時
に
強
い
憧
れ
の
気
持
ち
を
抱
き
、
そ
の
憧
れ
の
気
持

ち
は
あ
ま
り
に
強
く
、
最
後
に
は
「
イ
ン
ゲ
ポ
ル
グ
。
ホ
ル
ム
、
お
ま
え
の
よ
う
な

娘
を
妻
に
め
と
り
、
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
セ
ン
、
君
の
よ
う
な
人
を
息
子
に
持
て
た
ら
」

と
い
っ
た
気
持
ち
の
高
ま
り
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
ト
ー
ー
オ
の
歩

む
道
は
、
荒
涼
と
し
た
精
神
の
惜
界
、
芸
術
の
道
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。

荒
涼
と
し
た
精
神
の
世
界
、
芸
術
の
世
界
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ト
ニ
オ
は
、

突
然
彼
の
少
年
時
代
の
悲
し
み
の
街
、
故
郷
に
帰
る
の
で
あ
る
が
、
市
民
粁
芸
へ
の

参
加
を
希
望
す
る
彼
の
意
思
は
、
そ
こ
に
於
い
て
も
激
し
く
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
導
く
ま
ま
繪
岼
神
の
惜
更
ぞ
生
き
て
き
た
者
が
、

下
界
の
人
生
の
懐
か
し
さ
に
引
か
れ
て
、
天
上
世
界
か
ら
芸
術
の
借
更
に
止
ま
っ
た

ま
ま
手
を
差
延
べ
て
も
激
し
く
拒
絶
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
皮
肉
や
自
己
認
識
、

6１



琉球大学教育学部紀要第37集Ⅱ
創
造
の
情
熱
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
マ
リ
ア
的
な
世

界
を
離
れ
た
者
が
、
作
品
創
造
の
た
め
に
、
人
工
的
に
作
上
げ
た
興
爾
状
態
に
精
根

を
使
い
果
た
し
、
病
み
ほ
う
け
た
姿
を
さ
ら
そ
う
と
も
そ
れ
も
ま
た
当
然
な
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
マ
リ
ア
的
世
界
を
離
れ
た
者
が
、
当
然
の
事
と
し
て
経
験
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
苦
し
み
１
芸
術
家
の
宿
命
を
前
に
し
て
の
ト
ー
ー
オ
の
す
す
り
泣
き
に
は
、

芸
術
家
精
神
の
普
遍
性
が
あ
る
。
こ
の
場
苔
彼
の
悲
し
み
の
原
因
で
あ
る
侮
根
と
郷

愁
が
、
彼
が
過
去
に
於
い
て
捨
て
て
き
た
実
生
活
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」

へ
の
そ
れ
で
あ
る
事
は
無
論
で
あ
る
。

下
界
の
人
生
の
懐
か
し
さ
に
引
か
れ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
天
上
の
世
界
の
苦
し
さ

か
ら
逃
れ
る
た
め
に
ト
ー
ー
オ
は
故
郷
に
帰
り
、
地
上
の
生
活
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
失
意
と
悲
し
み
を
抱
き
な
が
ら
再
び
「
氷
の
よ
う
な
澄
ん
だ
日
の
光

り
」
、
芸
術
の
借
更
ぞ
生
き
よ
う
と
、
静
か
に
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

ト
ニ
オ
が
「
柘
榴
や
無
花
果
」
の
匂
い
に
引
か
れ
な
が
ら
も
「
永
遠
に
超
え
ん
と

す
る
も
の
」
の
導
く
ま
ま
に
あ
く
ま
で
、
「
天
に
近
い
山
の
上
」
に
と
ど
ま
ろ
う
、

荒
涼
と
し
た
芸
術
の
世
界
で
生
き
よ
う
と
決
意
す
る
こ
の
「
ト
ー
ー
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
」

の
終
章
の
部
分
、
一
度
は
マ
リ
ア
的
世
界
に
立
ち
戻
ろ
う
と
し
た
一
芸
術
家
が
、
避

け
難
い
自
己
の
芸
術
家
と
し
て
の
宿
命
に
目
覚
め
て
、
再
び
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
」
の
導
く
ま
ま
に
苦
難
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
は
、
多
く
の
後

進
の
者
の
共
感
と
賞
賛
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
に
自
己
を
仮
託
し
た
芥
川
は
、
自
分
の
芸
術
家
と
し
て

の
宿
命
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
か
、
「
西
方
の
人
」
に
於
い
て
芸
術
家
の
自
己

救
済
は
果
た
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ど
う
か
考
え
て
み
た
い
。

「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
み
じ
め
だ
っ
た
。
が
、
彼
の
後
に
生
ま
れ
た
聖
霊
の
子
供

た
ち
の
一
生
を
象
徴
し
て
い
た
。
ク
リ
ス
ト
教
は
あ
る
い
は
滅
び
る
で
あ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を

動
か
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
た
め
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子

で
あ
る
。
薄
暗
い
空
か
ら
叩
き
つ
け
る
土
砂
降
り
の
雨
の
中
に
傾
い
た
ま
ま
－
。
」

（
鈴
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
）

「
西
方
の
人
」
が
晩
年
の
芥
川
の
精
神
状
態
を
知
る
た
め
に
、
重
要
な
意
味
を
持

つ
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
と
い
う
よ
う
な
考
え

が
見
ら
れ
る
事
自
体
「
地
獄
変
」
や
「
戯
作
三
昧
」
執
筆
時
に
於
い
て
は
考
え
ら
れ

な
い
事
で
あ
り
、
芥
川
の
精
神
史
に
あ
っ
て
は
大
変
な
変
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
は

か
ら
ず
も
芥
川
は
、
死
を
前
に
し
て
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
へ
の
執
着

を
捨
て
て
、
彼
が
生
涯
を
賭
け
た
芸
術
へ
の
道
を
自
ら
閉
じ
、
。
方
の
ポ
オ
ド
レ

ェ
ル
に
も
若
か
な
い
」
と
侮
辱
の
言
葉
を
浴
び
せ
た
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」

マ
リ
ア
的
世
界
に
立
ち
戻
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

ト
ニ
オ
が
、
皮
肉
と
自
己
認
識
に
よ
っ
て
荒
果
て
た
自
己
の
精
神
に
対
し
て
悔
恨

の
情
を
抱
き
な
が
ら
も
、
な
お
一
層
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
を
再
認
識
す
る
こ
と
に

よ
り
、
再
び
新
た
な
荒
涼
と
し
た
精
神
の
世
界
、
文
学
者
と
し
て
の
道
を
歩
も
う
と

決
意
す
る
こ
と
か
ら
比
較
し
て
み
れ
ば
、
晩
年
の
芥
川
が
芸
術
家
と
し
て
敗
北
を
認

め
た
事
は
、
芥
川
文
学
あ
る
い
は
、
芥
川
龍
之
介
と
い
う
一
作
家
を
捉
え
る
上
に
於

い
て
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
芥
川
も
ま
た
、
決
し
て
対
象

を
認
識
し
分
析
す
る
事
に
就
い
て
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
劣
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
導
か
れ
て
辿
り
着
い
た
「
天
に
近
い
山
」
を
、

「
人
気
の
な
い
」
あ
る
い
は
「
岩
む
ら
の
聟
え
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い

る
こ
と
か
ら
も
伺
う
事
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
芥
川
の
考
え
て
い
る
芸
術
の
世
界

も
ま
た
、
氷
結
し
、
荒
涼
と
し
た
精
神
の
世
界
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

し
か
し
、
「
西
方
の
人
」
に
於
い
て
芥
川
は
、
精
神
の
世
界
を
死
の
世
界
と
し
て

描
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
地
上
か
ら
「
天
に
近
い
山
」
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
生

は
衰
え
死
の
色
が
濃
く
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
一
面
に
於
い
て
は
、
芥
川
は
「
永
遠
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２
、
「
西
方
の
人
」
（
２
）

佐
藤
泰
正
の
「
西
方
の
人
」
論
（
「
近
代
日
本
▼
筆
と
キ
リ
ス
ト
教
一
籔
迩
昭
和
銘
）

（
「
西
方
の
人
」
論
、
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
妬
・
２
）
と
そ
れ
に
対
す
る
笹
淵

友
一
の
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
１
『
西
方
の
人
』
に
つ
い
て
」
（
「
芥
川
龍

之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
調
・
８
）
（
「
西
方
の
人
」
論

『
国
文
学
』
昭
和
４
．
ｍ
）
は
、
芥
川
の
「
西
方
の
人
」
の
本
文
の
一
箇
所
を
め
ぐ
っ

に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
導
か
れ
て
、
「
天
に
近
い
山
」
に
至
ら
ん
と
す
る
者
を

敗
北
者
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
地
上
の
も
の
を
「
柘
榴
」
「
無

花
果
」
「
家
々
の
煙
」
と
い
っ
た
生
の
色
彩
で
捉
え
、
天
上
の
も
の
を
「
氷
」
「
岩

む
ら
」
「
人
気
の
な
い
」
と
い
っ
た
死
の
素
材
に
よ
っ
て
統
一
し
て
い
る
事
か
ら
も

孵
細
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

芸
術
生
活
が
死
の
影
に
満
ち
て
お
り
、
天
上
生
活
が
、
そ
の
ま
ま
破
滅
へ
の
道
を

示
し
て
い
る
の
な
ら
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
ま
ま
ま

芥
川
の
率
直
な
気
持
ち
と
し
て
読
取
る
事
も
出
来
よ
う
。
い
わ
ば
荒
涼
と
し
た
精
神

生
活
に
耐
え
ら
れ
く
な
っ
た
芥
川
の
芸
術
へ
Ｑ
取
北
の
言
葉
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま

た
暖
か
い
人
間
の
匂
い
の
す
る
生
活
へ
の
復
帰
、
死
の
世
界
か
ら
生
の
意
欲
へ
回
帰

せ
ん
と
す
る
言
葉
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
芥
、
川
は
自
分
が
過
去
に
戻
る
事
が
小
出
来
な
い
と
、
良
く
知
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
「
自
分
は
大
川
あ
る
が
ゆ
え
に
二
丞
昆
』
を
愛
し
、
『
東
京
』
あ
る
が

ゆ
え
に
、
生
活
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
大
川
の
水
」
）
と
ま
で
言
っ
た
、

「
滑
か
さ
と
暖
か
さ
」
と
に
満
ち
て
い
た
生
活
は
、
死
の
直
前
の
再
晩
年
に
あ
っ
て

は
、
再
び
芥
川
の
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
天
上
か
ら
地

上
へ
登
る
た
め
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
で
あ
る
」
と
い
う
一
行
に
は
、
地
上
の
生

活
を
拒
ま
れ
た
芥
川
の
悲
痛
の
声
が
聞
こ
え
る
。

て
展
開
さ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
（
鉛
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
）
の
中
の
次

の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。

「
け
れ
ど
も
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
い
つ
も
我
々
を
動
か
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
た
め
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
で
あ
る
。
」

芥
川
が
原
稿
の
締
切
り
と
、
迫
り
来
る
死
に
追
わ
れ
て
、
書
き
記
し
た
こ
の
部

分
の
順
序
を
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
た
め
」
と
変
え
る
た
め
笹
淵
友
一
は
、
長
文

の
実
証
的
論
証
を
成
し
た
。
そ
れ
が
前
記
の
二
論
文
で
あ
る
が
、
笹
淵
は
こ
れ
に
よ
っ

て
佐
藤
へ
の
反
論
を
成
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
西
方
の
人
」
の
本
文
を
作
者
に
代
わ
っ

て
書
き
換
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
前
者
は
成
功
し
、
後
者
は

失
敗
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
ｐ

「
西
方
の
人
」
（
「
改
造
」
昭
和
２
．
８
）
「
続
西
方
の
人
」
（
「
改
造
」
昭
和

２
．
９
）
は
、
い
ず
れ
も
作
者
芥
川
に
再
読
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
事
は
、
「
続

西
方
の
人
」
に
於
け
る
冒
頭
の
次
の
文
章
が
証
明
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
わ
た
し

の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
、
雑
誌
の
締
め
切
日
の
迫
っ
た
た
め
に
ペ
ン
を
蝿
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
」

「
西
方
の
人
」
は
雑
誌
の
締
め
切
り
日
に
追
わ
れ
た
状
態
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
し
、
「
続
西
方
の
人
」
は
、
迫
り
来
る
死
に
追
わ
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
事
実
上
の
遺
稿
を
意
味
す
る
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
完
全
主
義
者
で
あ
る

芥
川
が
不
本
意
に
濡
ら
し
た
彼
自
身
の
生
の
声
や
、
隠
す
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
畷

泣
き
が
聞
こ
え
て
来
る
訳
で
、
そ
こ
に
作
品
と
し
て
の
「
西
方
の
人
」
の
面
白
味
と

不
完
全
さ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

芥
川
が
不
本
意
に
犯
し
た
誤
り
も
、
（
５
「
エ
リ
ザ
ベ
ッ
」
）
に
於
け
る
次
の
よ

う
な
誰
が
見
て
も
客
観
的
に
誤
り
で
あ
る
よ
う
な
箇
所
は
こ
れ
と
言
っ
て
問
題
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。

「
マ
リ
ア
は
エ
リ
ザ
ベ
ッ
の
友
だ
ち
だ
っ
た
。
パ
プ
テ
ス
マ
の
ヨ
ハ
ネ
を
生
ん
だ
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も
の
は
こ
の
ザ
ガ
リ
ア
の
夫
へ
エ
リ
ザ
ベ
ッ
で
あ
る
。
」

こ
の
場
合
、
夫
が
妻
の
誤
り
で
あ
る
事
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
芥
川
の

意
志
を
尊
重
し
て
か
、
角
川
の
芥
川
全
集
に
於
い
て
は
改
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
誰
が
見
て
も
芥
川
の
誤
り
で
あ
る
よ
う
な
文
章
の
訂
正
な
ど

問
題
は
な
い
。
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
佐
藤
泰
正
の
「
西
方
の
人
」
を
め
ぐ
る
種
々

Ｑ
論
文
に
於
い
て
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
為
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
で
あ
る
。
薄
暗
い

空
か
ら
叩
き
つ
け
る
土
砂
降
り
の
雨
の
中
に
傾
い
た
ま
ま
－
。
（
妬
『
ク
リ
ス
ト

の
一
生
』
）
」

こ
の
箇
所
は
、
笹
淵
友
一
も
述
べ
て
い
る
事
あ
る
が
、
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
論
の
い

わ
ば
中
心
と
な
る
部
分
で
あ
り
、
（
１
「
こ
の
人
を
見
よ
」
）
か
ら
（
妬
裏
哩
沽
」
）

ま
で
は
、
（
鋼
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
）
の
章
全
体
を
導
き
出
す
た
め
の
序
章
の

役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
。

「
『
西
方
の
人
』
が
そ
の
結
末
に
近
付
く
ま
で
『
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
』

と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
モ
テ
ィ
フ
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」

（
笹
淵
友
一
）
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
・

笹
淵
友
一
は
、
「
西
方
の
人
△
の
全
文
脈
に
於
い
て
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も

の
」
に
関
係
し
た
部
分
、
あ
る
い
は
「
永
遠
に
超
え
ん
と
し
た
も
の
」
を
他
の
言
葉

で
言
替
え
た
と
思
え
る
箇
所
を
全
て
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
与
え
て
い

る
。

「
『
記
ク
リ
ス
ト
の
一
生
』
は
繰
返
し
、
繰
返
し
語
ら
れ
た
こ
の
発
想
の
重
み

を
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
矛
盾
す
る
『
天
上
か
ら
地
上
色
と
い
う
発

想
は
、
弱
ま
で
に
は
全
く
介
在
し
て
い
な
い
。
」

し
か
し
、
笹
淵
友
一
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
と
い
う
発

想
は
存
在
し
な
く
て
も
、
マ
リ
ア
的
世
界
へ
の
懐
旧
の
思
い
が
、
キ
リ
ス
ト
の
心
を

し
ば
し
ば
強
く
捉
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
後
向
き
の
姿
、
天
上
世

界
を
指
向
し
た
彼
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
弱
々
し
い
姿
が
「
西
方
の
人
」
の
内
部

に
介
在
し
て
い
る
事
も
事
実
で
あ
る
。
「
け
れ
ど
も
彼
の
マ
リ
ア
と
い
う
女
人
の
子

供
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
」
（
⑫
「
悪
悪
匿
）
「
母
の
マ
リ
ア
を
願
な
か
っ

た
彼
は
な
ぜ
ラ
ザ
ロ
の
姉
妹
た
ち
－
マ
ル
タ
や
マ
リ
ア
の
前
に
涙
を
流
し
た
の
で
あ

ろ
う
？
こ
の
矛
盾
を
理
解
す
る
も
の
は
ク
リ
ス
ト
の
Ｉ
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
ク
リ
ス

ト
の
天
才
的
利
己
主
義
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
閉
「
ラ
ザ
ロ
」
）

「
彼
ら
は
い
ず
れ
も
一
時
代
を
－
あ
る
い
は
粁
芸
を
こ
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
（
皿

「
カ
ナ
の
蕊
舂
ご
）
「
ク
リ
ス
ト
も
ま
た
恐
ら
く
は
こ
う
い
う
下
界
の
人
生
に
懐

か
し
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
弱
「
天
に
近
い
山
の
上
の

問
答
」
）

「
わ
が
父
よ
、
も
の
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
お
離
し
下
さ

い
。
け
れ
ど
も
し
か
た
は
な
い
と
仰
有
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
御
心
の
ま
ま
に
な
す
っ

て
下
さ
い
」
（
羽
「
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
」
）
「
『
古
来
英
雄
の
士
、
悉
く
⑰
山
川
に
帰
す
』

の
歌
は
い
つ
も
我
々
に
伝
わ
り
つ
づ
け
た
。
が
『
天
国
は
近
づ
け
り
』
の
声
も
や
は

り
我
々
を
立
た
せ
ず
に
は
い
な
い
。
」
（
師
「
東
方
の
人
」
）

そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
た
箇
所
は
、
「
飛
躍
す
る
天
上
か
ら
マ
リ
ア
の
地
上
へ
向
け
て

無
限
に
帰
還
し
つ
づ
け
る
還
相
」
（
「
芥
川
龍
之
介
の
な
か
の
知
識
人
と
大
衆
」
国

文
学
、
梶
木
剛
昭
和
妬
・
１
）
と
い
う
ほ
ど
に
激
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し

キ
リ
ス
ト
の
抱
い
た
あ
る
種
の
逵
巡
の
気
持
ち
を
不
本
意
に
も
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
キ
リ
ス
ト
の
道
は
一
直
線
に
天
上
に
向
か
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
聖
霊
」
に
導
か
れ
て
、
弓
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
至
ら
ん
と
す
る
キ

リ
ス
ト
の
意
志
は
固
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
芥
川
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た

「
西
方
の
人
」
は
、
あ
ま
り
に
「
暖
か
い
心
臓
」
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
作
者
の
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意
志
に
反
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
期
待
を
裏
切
り
、
自
己
の
意
思
に
反
し
て
自
分
が

捨
て
て
き
た
「
下
界
の
人
生
」
へ
の
思
い
を
断
つ
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し
て

「
下
界
の
人
生
」
に
は
、
彼
の
失
っ
た
全
て
の
も
の
、
精
神
の
平
和
と
幸
福
な
生
活

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
マ
リ
ア
」
と
「
聖
霊
」
の
間
に
立
っ
て
苦
悩
す
る
キ
リ
ス
ト
像
は
、

芥
川
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
芥
川
的
に
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
い
く

つ
か
の
問
題
を
生
む
事
に
な
っ
た
。

「
地
上
か
ら
天
上
へ
で
も
な
く
、
天
上
か
ら
地
上
へ
降
る
こ
と
で
も
な
く
、
『
天

上
か
ら
地
上
へ
登
る
』
と
い
う
屈
折
し
た
一
語
の
裡
に
こ
そ
、
文
学
と
宗
教
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
（
「
芥
川
龍
之
介
管
見
」
佐
藤
泰
正
）

（
稲
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
」
）
が
（
１
「
こ
の
人
を
見
よ
」
）
か
ら
始
ま
っ
た
芥
川

の
キ
リ
ス
ト
論
の
総
括
で
あ
り
ま
た
結
論
で
あ
る
事
は
、
多
く
の
論
者
の
一
致
し

た
意
見
で
あ
る
が
、
芥
川
が
「
西
方
の
人
」
の
構
想
上
の
焦
点
と
も
言
う
べ
き
箇
所

に
於
い
て
な
し
た
不
注
意
は
、
今
日
ま
で
も
解
決
せ
ぬ
難
解
な
問
題
を
我
々
に
残
す

事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
笹
淵
友
一
は
次
の
よ
う
な
理
由
を
列
挙
し
、
「
天
上
か
ら

地
上
へ
登
る
」
と
い
う
芥
川
の
本
文
を
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
と
い
う
ふ
う
に

訂
正
し
て
い
る
。

Ａ
「
冒
頭
の
『
こ
の
人
を
見
よ
』
か
ら
終
止
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
き
た
『
地
上
か

ら
天
上
△
と
い
う
発
想
が
劇
的
に
大
旋
回
を
と
げ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
必
然
と

す
る
強
力
な
心
理
的
動
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

Ｂ
「
『
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
』
と
い
う
言
葉
が
論
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

又
文
体
の
上
に
お
い
て
芥
川
の
心
理
的
屈
折
が
見
ら
れ
な
い
。
」

Ｃ
「
『
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
』
と
い
う
言
葉
は
冒
頭
の
『
彼
は
母
の
マ
リ
ア
よ
り

も
父
の
糟
霊
の
支
配
を
受
け
て
い
た
』
と
い
う
文
章
と
照
応
し
て
お
り
、
完
全
に
矛

盾
し
て
い
る
。
」

以
上
大
体
笹
淵
友
一
の
考
え
を
三
つ
に
分
け
て
み
た
が
、
多
少
と
も
問
題
が
残
る

の
は
Ａ
の
指
摘
で
あ
り
、
「
終
止
一
貫
し
て
強
調
し
て
き
た
地
上
か
ら
天
上
へ
と
い

う
発
想
」
と
い
う
表
現
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
で
あ
る
。

既
に
列
挙
し
た
通
り
「
地
上
か
ら
天
上
へ
登
る
」
と
い
う
モ
テ
ー
フ
を
支
え
る
と

思
え
る
芥
川
の
叙
述
の
箇
所
は
「
西
方
の
人
」
の
全
文
脈
に
於
い
て
十
六
箇
所
と
い

う
多
く
に
互
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
の
み
見
れ
ば
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、

同
時
に
列
挙
し
た
正
反
対
の
思
想
。
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
立
場
に
立
っ

た
叙
述
の
部
分
も
全
体
で
六
箇
所
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
六
箇
所
の
芥
川
の
文
章

に
対
し
て
、
笹
淵
は
、
「
多
少
気
に
な
る
が
」
と
か
あ
る
い
は
又
「
し
か
し
要
す
る

に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
で
処
理
し
て
い
る
の
は
、
多
少
疑
問

で
あ
る
。

Ｂ
と
Ｃ
の
指
摘
に
就
い
て
は
疑
問
の
余
地
は
存
在
し
な
い
。
「
も
ち
ろ
ん
ク
リ
ス

ト
の
一
生
は
あ
ら
ゆ
る
天
才
の
一
生
の
よ
う
に
情
熱
に
燃
え
た
一
生
で
あ
る
。
彼
は

母
の
マ
リ
ア
よ
り
も
聖
霊
の
支
配
を
受
け
て
い
た
」
と
い
う
冒
頭
の
文
章
が
、
（
１

「
こ
の
人
を
み
よ
」
）
か
ら
（
弱
「
復
活
」
）
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
の
叙
述
の
全
て
を

収
欲
さ
せ
て
章
末
の
「
ク
リ
ス
ト
の
一
生
は
み
じ
め
だ
っ
た
」
以
下
の
文
章
に
続
い

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。
中
に
組
み
こ
ま
れ
た
ゲ
ー
テ
諭
は
あ
く
ま

で
も
「
聖
霊
の
子
供
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
展
開

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
が
キ
リ
ス
ト
と
違
っ
て
静
か
な
晩
年
を
迎
え
る
事
の
出
来
た
の
は
何
故
か
、

そ
の
理
由
に
就
い
て
芥
川
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
聖
鍵
は
こ
の
詩
人
の
う

ち
に
マ
リ
ア
と
吊
り
合
い
を
取
っ
て
住
ま
っ
て
い
た
」
と
。
つ
ま
り
ゲ
ー
テ
に
あ
っ

て
は
、
彼
の
芸
術
的
欲
望
は
実
生
活
を
突
き
倒
す
ほ
ど
に
激
し
く
な
っ
た
わ
け
だ
。

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
芸
術
的
情
念
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
に
彼
の
生
活
意
欲
が
大
き

か
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。
こ
れ
に
反
し
て
キ
リ
ス
ト
の
一
生
が
惨
め
だ
っ
た
の
は
、
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彼
が
自
己
の
精
神
内
部
に
あ
る
「
聖
霊
」
に
吊
り
合
う
だ
け
の
実
生
活
を
持
た
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
我
々
の
ゲ
ェ
テ
を
愛
す
る
の
は
た
だ
聖
霊
の
子
供
だ
っ

た
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
「
マ
リ
ア
」
よ
り
も
「
聖
霊
」
を
大
事

に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
芥
川
の
意
思
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
事
は
そ
の
ま
ま
「
芥
川
が
自
ら
も
ま
た
人
生
を
犠
牲
に
し
て
も
聖
霊

の
子
の
志
向
を
放
棄
し
ま
い
と
考
え
て
い
た
し
る
し
で
も
あ
る
」
（
鷲
週
と
い
う

激
し
い
天
上
志
向
の
言
葉
に
繋
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

以
上
見
て
き
た
と
お
り
Ｂ
と
Ｃ
の
笹
淵
友
一
の
指
摘
は
、
（
調
「
ク
リ
ス
ト
の
一

生
」
）
の
構
造
を
捉
え
た
見
事
な
論
文
で
あ
る
。
た
だ
符
濡
は
「
地
上
か
ら
天
上
へ

登
る
」
と
い
う
モ
テ
ー
フ
を
確
信
す
る
あ
ま
り
、
芥
川
の
意
図
し
た
も
の
以
上
の
思

索
を
「
西
方
の
人
」
か
ら
引
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芥
川
に
肉
薄

し
た
桔
呆
、
作
者
の
意
思
を
超
え
て
そ
れ
以
上
の
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
無
論
、
笹
淵
の
書
い
た
も
の
は
論
理
的
な
根
拠
を
持
っ
た
研
究
論
文

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
藤
の
書
い
た
一
連
の
「
西
方
の
人
」
論
が
、
い
く
つ
か

の
独
創
的
な
視
点
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
読
者
を
感
心
さ
せ
る
側
面
を
持
ち
な
が
ら
、

一
般
読
者
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
理
論
的
根
拠
を
持
た
な
い
事
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
こ
の
二
つ
の
「
西
方
の
人
」
論
が
全
く
交
わ
ら
な
い
理
由
は
何
か
、

そ
れ
は
単
に
批
評
文
と
研
究
論
文
の
違
い
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。

率
哩
直
に
言
っ
て
両
者
は
、
「
西
方
の
人
」
論
と
し
て
勝
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
前
者

は
何
人
を
も
納
得
さ
せ
る
論
理
的
根
拠
を
持
っ
た
実
証
的
研
究
故
に
、
ま
た
後
者
は

そ
の
独
創
的
な
ア
イ
デ
ア
に
於
い
て
決
定
的
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

ど
こ
か
ら
こ
う
し
た
相
違
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
佐
藤
泰
正
が
「
西
方
の

人
Ⅱ
芥
川
」
と
み
て
い
る
の
に
対
し
て
笹
淵
友
一
が
「
西
方
の
人
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
」
と

し
て
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
西
方
の
人
Ⅱ
芥
川
」
と
し
て
見
る
限
り
に
於
い
て

「
聖
霊
」
に
導
か
れ
て
「
天
上
」
に
至
ら
ん
と
す
る
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」

の
精
ｗ
神
は
、
そ
の
ま
ま
芸
》
塑
蓉
芥
川
に
と
っ
て
は
栄
光
を
意
味
し
て
い
る
。

母
な
る
「
マ
リ
ア
」
の
も
と
に
帰
ろ
う
と
す
る
事
が
そ
の
ま
ま
敗
北
に
な
る
事

も
ま
た
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
西
方
の
人
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
」
と
し
て
見
た
限

り
に
於
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
が
マ
リ
ア
の
手
に
帰
し
、
地
上
里
匹
福
を
受
け
る
事
は

キ
リ
ス
ト
Ｑ
邸
北
を
意
味
し
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
同
じ
「
西
方
の
人
」
を
読
み
な
が
ら
」
仰
故
こ
の
よ
う
な
口
星
群
の
相
違

が
両
者
の
間
に
於
い
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
「
西
方
の
人
」
本

文
中
に
あ
る
と
思
う
。
「
わ
た
し
は
た
だ
わ
た
し
の
感
じ
た
通
り
に
『
わ
た
し
の
ク

リ
ス
ト
』
を
記
す
の
で
あ
る
」
と
「
西
方
の
人
」
の
冒
頭
に
於
い
て
芥
川
は
意
見
を

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
、
最
終
的
に
は
、
彼
自
信
を
裏
切
る
事
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

ル
ナ
ン
の
「
イ
エ
ス
伝
」
、
ワ
イ
ル
ド
の
「
獄
中
記
」
、
パ
ピ
ニ
の
「
基
督
の
生

涯
」
な
ど
を
参
考
書
と
し
て
、
福
音
書
を
》
璽
科
書
と
し
て
創
作
さ
れ
た
「
西
方
の
１
凸

が
、
芥
川
独
自
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
伝
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
本

文
は
し
ば
し
ば
芥
川
の
奮
茎
○
に
反
し
て
、
「
わ
た
し
の
キ
リ
ス
ト
」
で
は
な
く
む
し

ろ
「
わ
た
し
自
身
」
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
る
と
既
に
引
用
し
た
は
ず
の
次
の
言
葉
が
再
び
蘇
っ
て
来
る
。
「
彼
自

身
の
人
簡
興
性
の
ア
ナ
ロ
ジ
ィ
と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
描
こ
う
と
す
る
欲
求
の
結
果
」

（
笹
淵
友
一
）

芥
川
の
意
図
し
た
も
の
は
、
完
全
に
達
せ
ら
れ
た
。
い
や
完
壁
な
ほ
ど
に
達
せ
ら

れ
す
ぎ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
雑
話
の
締
切
り
と
迫
り
来
る
死
に
追
わ

れ
て
い
た
芥
川
に
と
っ
て
「
西
方
の
人
」
キ
リ
ス
ト
は
「
行
路
の
人
の
よ
う
に
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
訳
で
、
こ
の
時
の
芥
川
の
心
境
は
、
キ
リ
ス
ト
に
仮
託
し
て
己

の
心
情
を
告
白
す
る
と
い
う
よ
う
な
生
易
し
い
も
の
で
は
な
く
て
、
彼
は
何
度
も
作

品
内
部
に
於
い
て
キ
リ
ス
ト
と
い
う
仮
面
を
脱
ぎ
捨
て
読
者
の
全
面
に
登
場
し
己
の
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心
情
を
率
‐
直
に
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
誰
が
ご
苦
労
に
も
恥
じ
入
り
た
い
こ
と
を
告
白
小
説
な
ど
に
作
る
も
の
か
」

（
「
澄
江
堂
雑
記
」
）
と
大
言
壮
語
し
た
昔
の
芥
川
の
姿
は
「
西
方
の
人
」
に
於
い

て
は
最
早
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
少
な
く
と
も
「
西
方
の
人
」
は
、
作
者
と
作
中

人
物
と
の
間
に
完
全
に
一
線
が
画
さ
れ
て
い
た
初
期
の
芥
川
作
品
と
は
、
そ
の
趣
を

異
に
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
「
西
方
の
人
」
の
ど
の
部
分
に
於
い
て
芥
川
は
、
キ
リ
ス
ト

に
仮
託
し
た
自
己
で
は
な
く
て
、
裸
の
自
分
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
「
少
な
く
と
も
我
々
に
迫
っ
て
来
る
も
の
は
我
々
自
身
に
近
い
も
の
だ
け
で

あ
る
。
ク
リ
ス
ト
は
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ァ
ナ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
こ
の
事
実
を
直
感
し
て

い
た
」
（
田
「
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ス
ト
」
）

（
２
）
「
ク
リ
ス
ト
は
奇
跡
を
行
う
た
び
に
必
ず
責
任
を
回
避
し
て
い
た
。
『
お
前

の
信
仰
は
お
前
を
癒
し
た
』
」
（
焔
「
奇
跡
」
）

（
３
）
「
彼
の
道
は
た
だ
詩
的
に
－
あ
す
の
身
を
思
い
煩
わ
ず
に
生
活
し
ろ
と
い
う

こ
と
に
存
し
て
い
る
。
（
中
略
）
ク
リ
ス
ト
は
と
も
か
く
我
々
に
現
世
の
向
こ
う
に

あ
る
も
の
を
指
し
示
し
た
。
」
（
肥
「
ク
リ
ス
ト
教
」
）

（
４
）
「
後
代
は
ク
リ
ス
ト
を
『
神
の
子
』
に
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
ユ
ダ
自

身
の
中
に
悪
魔
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
羽
ヨ
ダ
」
）

以
上
取
上
げ
た
（
１
）
…
（
４
）
ま
で
の
「
西
方
の
人
」
の
箇
所
は
、
キ
リ
ス
ト

を
離
れ
た
い
わ
ば
芥
川
の
独
創
の
働
い
た
場
所
で
あ
る
。
部
分
的
に
は
、
芥
川
自
身

に
デ
ー
モ
ン
が
乗
移
り
自
己
を
語
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
個
性
的
な
思
想
と

い
う
形
を
と
り
う
る
箇
所
は
そ
う
多
く
な
い
。
そ
の
中
に
於
い
て
も
上
記
の
指
摘
は
、

い
か
に
も
芥
川
的
で
は
あ
る
。

こ
う
し
た
他
の
作
品
に
見
ら
れ
な
い
、
い
わ
ば
「
西
方
の
人
」
だ
け
が
も
っ
て
い

る
芥
川
的
逆
説
に
注
目
し
て
書
か
れ
た
の
が
、
佐
藤
泰
正
の
も
の
で
あ
る
。
無
論
、

そ
こ
に
は
論
理
性
が
な
い
の
で
読
者
を
袖
得
さ
せ
得
る
だ
け
の
説
得
性
を
持
た
な
い

わ
け
迄
あ
る
が
、
し
か
し
こ
と
「
西
方
の
Ⅲ
△
に
だ
け
限
っ
て
言
え
ば
、
そ
２
厘
間

の
裏
に
隠
さ
れ
た
芥
川
の
声
に
、
そ
れ
が
実
証
的
裏
付
け
を
持
た
な
い
故
に
自
由
に

肉
》
鱒
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
上
記
の
（
肥
「
ク
リ
ス
ト
教
」
）
に
就
い
て
の
解
釈
で
あ
る
が
、
芥
川
は

こ
こ
に
於
い
て
ま
ず
第
一
に
、
キ
リ
ス
ト
を
「
ロ
マ
ン
主
義
者
こ
と
し
て
捉
え
る
事

に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
を
「
詩
的
宗
教
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
こ

の
理
解
を
根
底
と
し
て
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」
と
二
本
の
百
合
の
花
」
と
を
比
較

検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
芥
川
は
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
。

「
『
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
の
極
み
の
時
だ
に
そ
の
装
い
』
は
風
に
吹
か
れ
る
一
本
の

百
合
の
花
に
若
か
な
か
っ
た
。
」
芥
川
に
よ
れ
ば
壮
麗
な
ソ
ロ
モ
ン
の
建
築
は
野
の

百
合
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
芥
川
に
対
す
る
最
初
の
疑
問

が
あ
る
。
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」
と
「
野
の
百
合
」
と
を
比
べ
て
「
野
の
百
合
」
の

方
が
素
晴
ら
し
い
と
見
る
の
が
、
絶
対
的
に
ロ
マ
ン
主
義
者
の
見
解
で
あ
る
か
ど
う

か
。
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
言
葉
、
「
あ
す
の
日
を
思
い
煩
ら
ず
に
生
活
し
ろ
」
と
い

う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
が
、
真
に
ロ
マ
ン
主
義
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
以
上

の
二
点
に
就
い
て
見
た
限
り
に
於
い
て
も
芥
川
の
精
翌
曰
脅
理
解
と
そ
の
延
長
線
上
に

あ
る
キ
リ
ス
ト
像
が
独
創
に
満
ち
た
も
の
、
芥
川
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
野
の
百
合
」
に
価
値
を
お
い
た
り
あ
る
い
は
ま
た
、
「
あ
す
の
曰
を
思
い
煩
わ

ず
に
生
活
し
ろ
」
と
呼
掛
け
た
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
、
決
し
て
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
発

し
た
言
葉
で
は
な
い
。
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」
に
思
い
を
馳
せ
て
、
一
方
に
於
い
て

そ
の
日
そ
の
日
を
思
い
煩
っ
て
生
き
る
人
々
に
対
し
て
役
掛
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の

言
葉
は
、
真
に
リ
ァ
リ
ス
ト
と
し
て
の
生
活
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

「
播
か
ず
、
刈
ら
ず
、
倉
に
収
め
ざ
る
に
、
汝
ら
の
天
職
は
こ
れ
を
養
っ
て
い
る
」
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と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
「
狐
は
穴
あ
り
、
空
の
鳥
は
巣
あ
り
。
然
れ
ど
も
人
の
子

は
枕
す
る
所
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
キ
リ
ス
ト
の
精
神
主
義
を
表
現
し
た

と
思
え
る
よ
う
な
聖
書
の
言
葉
を
芥
川
は
、
ロ
マ
ン
主
義
者
の
そ
れ
と
理
解
し
た
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
の
行
為
の
今
日
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
現
実
を
無

視
し
た
三
墨
割
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
「
野
の
百
合
」
よ
り
も
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」

の
偉
大
さ
を
称
え
る
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
人
々
に
、
物
欲
を
離
れ
る
事
に
よ
り
、
人
生

の
真
実
を
見
る
よ
う
に
説
き
回
っ
た
一
位
為
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
は
今
日
に
残
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
物
に
対
す
る
欲
望
を
捨
て
よ
、
と
キ
リ
ス
ト
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
か
ら
、
所
有
の
概
念
を
捨
て
て
い
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
は
、
現
実
に
は
放
浪
者

の
そ
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

「
「
狐
は
穴
あ
り
。
空
の
鳥
は
巣
あ
り
。
然
れ
ど
も
人
の
子
は
枕
す
る
所
な
し
』

と
言
っ
た
。
彼
の
言
葉
は
恐
ら
く
は
彼
自
身
も
責
議
し
な
か
っ
た
、
恐
ろ
し
い
事
、
実

を
孕
ん
で
い
る
。
我
々
は
狐
や
鳥
に
な
る
ほ
か
は
容
易
に
塒
の
見
つ
か
る
も
の
で

は
な
い
。
」
（
訂
「
東
方
の
人
」
）

こ
の
芥
川
の
言
葉
に
は
二
重
の
一
恵
味
の
於
い
て
誤
り
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
第

一
に
芥
川
は
こ
の
言
葉
を
人
の
世
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
事

で
あ
り
、
第
二
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
キ
リ
ス
ト
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
よ

り
深
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
が
自
分
の
発
言
し
た
言
葉
の
本
当
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
残

酷
さ
を
理
解
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

こ
の
娼
笈
ロ
の
「
人
の
子
」
が
、
そ
の
発
言
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
自
身
の
事
を
述
べ
て

い
る
事
は
無
論
で
あ
る
。
彼
は
寝
る
場
所
を
持
た
な
い
ほ
ど
に
所
有
の
意
欲
を
持
た

な
い
自
己
を
誇
り
に
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
彼
の
発
言
の
裏
に
は
、
一
時
と
い
え
ど
も
貧
欲
さ
か
ら
離
れ
る
事
が
出
来
ず
に
常

に
自
分
の
所
有
物
を
増
す
た
め
に
争
い
を
繰
返
し
て
い
た
、
当
時
の
イ
エ
ル
サ
レ
ム

の
人
々
の
姿
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
西
方
の
人
」
に
は
論
理
的
な
実
証
的
研
究
の
追
随
を
許
さ
ぬ
ほ
ど

に
、
論
理
の
飛
踊
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
芥
川
の
糟
神
の
燃
焼
の
高
み
ま
で
覗
く

た
め
に
は
、
実
証
的
裏
付
け
を
あ
る
程
度
無
視
し
た
批
評
文
も
ま
た
必
要
な
わ
け
で

あ
る
。
さ
ら
に
「
西
方
の
人
」
の
正
確
な
読
解
の
た
め
に
は
、
笹
淵
の
実
証
的
研
究

が
必
要
な
事
も
無
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
笹
淵
友
一
が
「
西
方
の
人
」
論
に
於
い
て

示
し
た
最
終
的
な
結
論
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
天
上
へ
の
志
向
が
悲
劇
的
契
機
に
つ
な
が
る
こ
と
は
３
，
７
，
ｍ
、
岨
、
皿
、

型
、
妬
、
”
、
躯
、
Ⅲ
、
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
浪
漫
的
播
僚
－

永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
を
離
れ
た
地
上
の
生
活
に
は
平
和
が
あ
る
こ
と
を
⑫
、

あ
は
示
唆
し
て
お
り
、
そ
し
て
地
上
へ
の
志
向
が
悲
劇
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
示
唆

す
る
表
現
は
全
く
な
い
。
」

以
上
の
如
く
笹
淵
が
示
し
た
三
つ
の
結
論
は
、
「
西
方
の
人
」
に
於
け
る
根
本
的

な
骨
組
み
で
あ
り
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
は
悲
劇
を
意
味
せ
ず
、
そ
こ

に
は
平
和
が
有
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
は
た
だ
悲

劇
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
事
、
こ
う
し
た
事
実
は
揺
る
が
な
い
。
笹
淵
が
「
西
方
の

人
」
の
実
証
的
論
理
的
作
業
に
よ
り
導
き
出
し
た
一
一
一
つ
の
芥
川
文
学
に
於
け
る
根
本

的
テ
ー
ゼ
、
こ
れ
ら
が
時
と
し
て
多
少
の
違
い
を
見
せ
な
が
ら
、
こ
の
根
底
に
於
い

て
動
揺
を
示
さ
な
い
事
は
事
実
で
あ
る
。

笹
淵
が
導
き
出
し
た
結
論
が
、
単
な
る
「
西
方
の
人
」
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
か
な

り
広
範
囲
に
互
る
芥
川
文
学
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
あ
る
事
を
示
し
た
い
。
つ
ま
り
芥
川

が
「
西
方
の
人
」
に
於
い
て
示
し
た
モ
チ
ー
フ
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
芥
川
作
品
の

於
い
て
顕
著
で
あ
る
事
を
示
し
た
い
。

い
わ
ゆ
る
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
示
す
も
の
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
作
品
群
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が
そ
れ
で
あ
り
、
主
題
が
よ
り
適
確
に
示
さ
れ
て
い
る
事
で
、
「
お
ぎ
ん
」
（
大
正

２
．
８
）
を
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
見
て
お
き
た
い
。

大
阪
か
ら
両
親
と
共
に
長
崎
ま
で
流
浪
し
て
き
た
お
ぎ
ん
は
、
そ
の
地
で
両
親
を
失

い
、
浦
上
の
山
里
村
の
農
夫
じ
ょ
あ
ん
孫
七
と
そ
の
妻
じ
ょ
あ
ん
な
お
す
み
の
養
女

と
な
り
、
ま
り
あ
と
い
う
洗
礼
名
を
も
ら
っ
て
幸
福
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
が
、

し
か
し
三
人
は
あ
る
な
た
ら
の
夜
、
役
人
に
掴
ま
っ
て
し
ま
う
。
土
牢
の
中
に
閉
じ

こ
め
ら
れ
た
三
人
は
天
主
の
お
ん
教
え
を
捨
て
る
よ
う
に
と
い
う
拷
問
を
受
け
る
が
、

は
ら
い
そ
（
天
国
）
の
門
に
入
る
の
は
あ
と
一
息
の
辛
抱
で
あ
る
と
し
て
、
三
人
と

も
信
仰
を
捨
て
よ
う
と
は
し
な
い
。
や
が
て
火
刑
に
す
る
た
め
に
村
は
ず
れ
の
刑
場

へ
引
出
さ
れ
た
彼
等
は
信
仰
を
捨
て
よ
と
い
う
役
人
か
ら
の
最
後
の
宣
告
を
受
け
る

訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
於
い
て
お
ぎ
ん
が
突
然
「
私
は
お
ん
教
を
捨
て
る
こ
と
に
致

し
ま
し
た
」
と
答
え
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
の
言
わ
ば
頂
点
で
あ
る
。
や
が
て
縄

を
離
れ
た
お
ぎ
ん
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
見
る
上
に
於

い
て
多
く
の
読
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

「
あ
の
墓
原
の
松
の
か
げ
に
、
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
両
親
は
、
天
主
の
お
ん

教
も
ご
存
知
な
し
、
き
っ
と
今
ご
ろ
は
い
ん
へ
る
の
に
、
お
堕
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
今
わ
た
し
は
一
人
、
は
ら
い
そ
の
門
に
は
い
っ
た
の
で

は
、
ど
う
し
て
も
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
や
は
り
地
獄
の
底
へ
、
ご
両
親

の
後
を
追
っ
て
参
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
お
父
親
や
お
母
親
は
、
ぜ
う
す
様
や
ま
り

あ
様
の
お
側
へ
お
出
で
な
す
っ
て
下
さ
い
ま
し
。
そ
の
代
り
お
ん
教
を
捨
て
た
上
は
、

わ
た
し
も
生
き
て
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
－
。
」

お
ぎ
ん
の
こ
の
言
葉
の
後
に
展
開
す
る
物
語
は
、
も
は
や
単
な
る
付
足
し
に
過
ぎ

な
い
。
そ
の
娘
の
言
葉
を
聞
い
て
ほ
ろ
ほ
る
と
涙
を
落
と
し
出
し
た
じ
ょ
あ
ん
な
お

す
み
の
姿
、
そ
し
て
そ
の
妻
を
激
し
く
叱
り
つ
け
る
じ
ょ
あ
ん
孫
七
の
言
葉
、
「
お

前
も
悪
魔
に
見
入
ら
れ
た
の
か
、
天
主
の
お
ん
教
を
捨
て
た
け
れ
ば
勝
手
に
お
前
だ

け
捨
て
る
が
い
い
。
お
れ
は
一
人
で
も
焼
け
死
ん
で
見
せ
る
ぞ
」
し
か
し
、
彼
の
厳

し
い
叱
吃
の
声
も
ま
た
、
天
使
と
悪
魔
と
の
間
に
あ
っ
て
揺
れ
動
く
彼
の
気
持
ち
も
、

お
ぎ
ん
の
言
葉
の
前
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
お
父
麹
〒
・
い
ん
へ
る
の
へ
参
り
ま
し
ょ
う
。
お
母
親
も
、
わ
た
し
も
、
あ
ち
ら

の
お
父
親
も
お
母
親
も
－
み
ん
な
悪
魔
に
さ
ら
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
」

つ
ま
り
じ
ょ
あ
ん
孫
七
は
転
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
終
わ
り
に
は
、
こ
の

頃
の
芥
川
の
他
の
作
品
が
大
旨
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
感
想
文
が
付
加

え
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
話
は
わ
が
国
に
多
か
っ
た
奉
》
叡
人
の
受
難
の
う
ち
で
も
、
最
も
恥
ず
べ
き

蹟
き
と
し
て
、
後
代
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
何
で
も
彼
ら
が
三
人
な
が
ら
、

お
ん
教
を
捨
て
る
と
な
っ
た
時
に
は
、
天
主
の
何
た
る
か
を
わ
き
ま
え
な
い
見
物
の

老
若
男
女
さ
え
も
、
こ
と
ご
と
く
彼
ら
を
憎
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
折
角
の
火
炎
り

も
何
も
、
見
そ
こ
な
っ
た
遺
恨
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
」

以
上
が
作
品
「
お
ぎ
ん
」
の
大
体
の
粗
筋
で
あ
る
が
、
引
用
し
た
お
ぎ
ん
の
言
葉

と
最
後
の
芥
川
の
意
見
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
作
間
叩
に
於
け
る
テ
ー
マ
は
、
「
永
遠

に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
へ
の
芥
川
の
懐
疑
で
あ
る
。
作
者
自
身
の
心
の
奥
に
巣
く
っ

て
い
る
こ
の
疑
問
を
体
現
さ
せ
る
た
め
に
農
夫
の
養
女
、
童
女
の
お
ぎ
ん
ほ
ど
相
応

し
い
も
の
は
な
い
。
お
ぎ
ん
は
無
知
な
る
一
少
女
で
あ
る
事
に
よ
り
、
．
四
方
の
１
△

の
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
至
ら
ん
と
す
る
墾
雫
力
か

ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

芥
川
の
芸
術
的
情
熱
へ
の
尊
重
２
郭
持
ち
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
へ

の
共
感
が
書
か
せ
た
も
の
が
「
西
方
の
人
」
で
あ
る
な
ら
、
「
お
ぎ
ん
」
は
彼
の
生

活
者
と
し
て
の
ウ
蔦
、
平
凡
な
日
常
生
活
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
す
量
詞
持
ち
が
書

か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
お
ぎ
ん
の
棄
教
と
い
う
｛
は
為
に
対
す
る
作
者
自
身
の
見
解
、

「
無
性
に
喜
ぶ
ほ
ど
、
悪
魔
の
成
功
だ
っ
た
か
ど
う
か
、
作
者
は
な
は
だ
懐
疑
的
で
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あ
る
」
と
い
う
最
後
の
言
葉
は
、
芥
川
の
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
へ
の
共

感
を
示
し
て
い
て
余
り
有
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
「
お
ぎ
ん
」
に
於
い
て
も
先
の
笹
淵
友
一
の
指
摘
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す

る
も
の
を
離
れ
た
地
上
の
生
活
に
平
和
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
十
分
に
そ
の
意
味

を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
芥
川
は
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」

を
離
れ
た
お
ぎ
ん
の
姿
を
、
幸
福
に
満
ち
た
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
描

写
し
て
い
る
。
「
お
ぎ
ん
は
顔
を
挙
げ
た
。
し
か
も
涙
に
溢
れ
た
眼
に
は
、
不
思
議

な
光
り
を
宿
し
な
が
ら
、
じ
っ
と
彼
を
見
守
っ
て
い
る
。
こ
の
眼
の
奥
に
閃
い
て
い

る
の
は
、
無
邪
気
な
童
女
の
心
ば
か
り
で
は
な
い
。
『
流
人
と
な
れ
る
え
わ
望
工
瞳
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
で
あ
る
。
」

こ
の
場
合
の
、
「
不
思
議
な
光
」
「
流
人
と
な
れ
る
え
わ
の
子
供
」
「
人
間
の
心
」

と
い
っ
た
言
葉
が
す
べ
て
地
上
の
幸
福
に
結
付
く
も
の
で
あ
る
事
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
農
村
に
生
き
る
童
女
を
主
人
公
と
し
て
取
上
げ
る
事
に
よ
っ
て
、
日

常
生
活
に
於
け
る
幸
福
を
描
き
尽
く
し
た
芥
川
は
、
同
じ
主
題
を
同
じ
よ
う
な
題
材

に
よ
っ
て
他
に
も
書
い
て
い
る
。
「
重
只
の
基
督
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
小
説
に

於
い
て
も
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
人
の
無
知
な
る
一
少
女
の
誤
解
か
ら
生
じ

た
幸
福
で
あ
る
。
彼
女
の
前
に
横
た
わ
る
真
実
は
、
彼
女
の
幸
福
を
打
砕
く
だ
け
の

十
分
な
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
疑
う
事
を
知
ら
な
い
彼
女
の
無
知
が
そ
う
し

た
冷
酷
な
真
実
に
勝
っ
て
し
ま
う
。
一
少
女
の
さ
さ
や
か
な
幸
福
を
奪
い
取
る
事
の

出
来
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
作
者
の
態
度
に
は
、
「
永
遠
に
守
ら
ん
と

す
る
も
の
」
へ
の
絶
対
的
な
信
頼
が
あ
る
。

「
『
そ
う
か
い
。
そ
れ
は
不
思
議
だ
な
。
だ
が
－
だ
が
お
前
は
、
そ
の
後
一
度
も

煩
わ
な
い
か
い
。
』
『
え
え
、
一
度
も
。
』
金
花
は
西
瓜
の
種
を
噛
り
な
が
ら
、
晴

れ
晴
れ
と
顔
を
輝
か
せ
て
、
少
し
も
た
め
ら
わ
ず
に
返
事
を
し
た
。
」

「
車
泉
の
基
督
」
の
最
後
を
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ん
だ
芥
川
に
と
っ
て
こ
の
時

期
、
地
上
の
生
活
の
幸
福
感
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
芥
川
の
小
説

は
、
彼
が
曰
頃
か
ら
抱
い
て
い
た
人
生
に
対
す
る
幸
福
感
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、

「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
に
対
す
る
変
わ
る
事
の
な
い
愛
着
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
愛
着
が
最
晩
年
に
至
る
ま
で
持
続
し
た
こ
と
が
「
西
方
の
人
」
の

構
造
を
一
層
複
雑
化
し
た
事
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
創
作
活
動
に
従
事
す
る
以
前
か
ら

「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
芸
術
家
芥
川
に
と
っ
て
、

平
和
に
満
ち
た
幸
福
な
地
上
の
生
活
は
、
無
視
し
難
い
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
課
題

で
あ
っ
た
。

晩
年
に
於
い
て
も
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
へ
の
愛
着
を
捨
て
る
事
の
出

来
な
か
っ
た
芥
川
の
気
持
ち
は
、
「
株
儒
の
言
葉
」
の
次
の
よ
う
な
文
章
が
よ
く
表

現
し
て
い
る
。

「
人
生
を
幸
福
に
す
る
た
め
に
は
、
日
常
の
墳
事
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
雲

の
光
り
、
竹
の
戦
き
、
群
雀
の
声
、
行
人
の
顔
－
あ
ら
ゆ
る
日
常
の
瓊
事
の
う
ち
に

無
上
の
甘
露
味
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
「
彼
の
幸
福
は
彼
自
身
の
教
養
の
な
い

こ
と
に
在
し
て
い
る
。
」

最
後
に
「
西
方
の
人
」
に
於
け
る
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
問
題
の
箇

所
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
や
は
り
作
者
の
無
意
識
の
意
志
を
尊
重

し
て
芥
川
直
筆
の
原
稿
の
ま
ま
に
し
て
お
く
事
が
、
一
番
妥
当
の
よ
う
に
思
え
る
。

い
わ
ゆ
る
心
理
学
の
分
野
に
於
い
て
は
、
失
錯
行
為
（
可
の
ご
］
の
】
の
自
己
、
）
と
い
う
一
分
野

も
あ
る
通
り
、
理
論
的
に
も
お
か
し
い
と
思
え
る
箇
所
と
い
え
ど
も
、
後
代
の
人
間
が

そ
の
誤
り
を
正
す
（
本
文
を
訂
正
す
る
）
と
い
う
行
為
は
、
作
者
の
無
意
識
裡
の
意
思
を

踏
み
に
じ
る
事
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
違
い
（
く
の
Ｂ
Ｒ
の
ｇ
の
ご
）
、
読

み
違
い
（
『
の
こ
の
、
の
ロ
）
、
聞
き
違
い
（
ぐ
の
島
。
『
の
ご
）
、
あ
ら
ゆ
る
失
錯
行
為
の
様
式
や

形
式
に
就
い
て
、
あ
る
種
の
意
味
の
あ
る
事
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
成
さ
れ
て

い
る
現
代
に
於
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
に
し
て
放
置
す
る
事
に
も
あ
る
種
の
積
極
的

7０



小澤：芥川龍之介「西方の人」「続西方の人」論」

３
、
字
四
方
の
人
亡
の
評
聖
仙

符
緬
塑
媒
一
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
「
売
芳
の
八
△
癖
堯
に
就
い
て
は
、
既
に
多
く
を
取
上

げ
て
そ
の
牛
妻
な
箇
所
に
就
い
て
も
見
て
き
た
訳
で
あ
る
が
、
「
市
芳
の
入
ご
秤
堯
に
於

い
て
吐
準
鎧
翠
取
な
得
割
を
果
た
し
た
裕
淵
の
論
乞
受
け
て
、
そ
の
後
昭
和
四
十
錘
代
に

入
っ
て
か
ら
時
代
の
激
し
い
勵
誓
も
あ
っ
て
、
．
四
万
の
人
色
を
め
ぐ
る
星
群
に
は
目
ま

ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
る
。

そ
の
冬
で
は
「
市
聿
々
の
入
と
【
虹
充
で
は
な
く
て
、
亨
四
方
の
人
亡
を
鰹
鑑
酔
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
芥
価
蝿
堅
塁
水
め
よ
う
と
し
た
単
な
る
糀
鐇
亜
〆
に
過
ぎ
な
い
場
苔
が
多
い
。
そ
の

寶
嫌
で
は
、
糟
淵
が
示
し
た
。
里
々
の
人
Ｃ
本
文
に
即
し
た
雲
余
跿
町
癖
鎚
か
と
は
、
冬
で
そ

の
握
息
を
異
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
中
に
は
今
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ

た
斬
鐸
新
な
目
鐘
硫
も
あ
る
。

い
わ
ゆ
里
全
〆
に
囚
わ
れ
る
事
な
く
、
白
困
に
気
の
向
く
ま
ま
に
そ
の
意
見
を
呈
示

す
ゑ
事
の
閑
菜
る
の
が
、
批
評
の
量
所
で
あ
り
短
所
で
あ
る
。
常
に
実
証
的
審
審
付
け
を

概
話
琴
と
す
る
癖
究
に
あ
っ
て
は
見
る
事
の
型
米
な
い
、
独
創
鯉
切
な
意
見
が
寸
会
壼
誌
に

於
い
て
は
時
々
見
じ
れ
る
。
錘
鐇
哩
こ
の
点
が
寸
雲
評
論
が
実
証
的
研
究
に
勝
っ
て
い

る
唯
一
の
点
で
あ
る
が
。

（
１
）
鉾
篭
塗
窒
上

と
こ
ろ
で
今
日
の
「
酉
々
の
入
色
評
砿
を
巡
っ
て
、
種
々
竣
夢
な
艮
解
の
牛
譜
竃
取
な
役

割
を
果
た
し
た
の
は
、
既
に
取
黒
け
た
誰
〆
で
あ
る
が
、
供
鍾
騒
藷
止
字
介
川
寵
ヲ
不
懲
員
兄
１

肝
筏
日
米
客
公
子
と
キ
リ
ス
ト
教
に
闇
す
る
一
試
論
筐
（
「
園
守
寧
研
究
」
）
早
大
文
学
、

第
塑
集
）
で
あ
る
。

休
畿
蟻
奎
上
が
こ
の
論
の
中
に
於
い
て
量
仙
に
取
上
げ
て
い
る
の
は
、
「
天
上
か
ら
地

上
へ
登
る
」
と
い
う
茶
川
の
本
文
で
あ
る
。
極
め
て
間
題
の
多
い
こ
の
箇
所
に
就
い
て
、

な
意
思
が
あ
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

芥
川
の
地
上
か
ら
天
上
へ
」
の
脱
出
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
芥
川
の
地
上
復
帰
、
す
な

わ
ち
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
の
敗
退
と
し
て
捉
え
る
事
に
よ
っ
て
、
芥
川
あ
挫
釿
の
一
幕
識

を
求
め
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
、
こ
の
よ
う
な
脱
却
を
試
み
る
事
の
無
か
っ
た
自

然
人
生
心
賀
直
哉
、
芥
川
》
目
身
終
生
憧
れ
て
止
ま
な
か
っ
た
，
人
物
を
批
評
し
て
い
る
。
脱

出
を
試
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
敗
退
し
た
芥
川
は
、
そ
の
挫
甜
の
意
識
の
故
に
後
世
の

者
に
対
し
て
志
賀
直
哉
の
示
し
得
な
か
っ
た
新
し
い
課
題
と
可
能
性
を
示
し
得
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
、
後
で
取
り
上
げ
る
磯
田
光
一
の
茶
山
論
に
通
じ
て
い
る
。

続
い
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
は
「
ク
リ
ス
ト
は
死
力
を
揮
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
彼

皀
袰
と
も
－
彼
自
身
の
聖
霊
と
も
戦
お
う
と
し
た
」
と
い
う
一
節
と
、
「
彼
は
母
の
マ
リ

ア
よ
り
も
父
の
聖
霊
の
支
配
を
受
け
て
い
た
。
彼
の
＋
車
望
架
の
上
の
悲
劇
は
実
に
そ
こ

に
在
し
て
い
る
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
「
聖
霊
と
も
戦
お
う
と
し
た
」
キ
リ
ス
ト
の
姿

は
、
そ
の
ま
ま
つ
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
を
斥
け
よ
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
に
通
じ

る
。彼
を
し
て
よ
り
高
度
な
も
の
へ
引
き
て
登
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
を
拒
否
す
る
キ
リ

ス
ト
は
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
ｐ
脳
退
の
道
悉
歩
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

キ
リ
ス
ト
像
が
「
聖
霊
の
支
配
を
受
け
て
い
た
」
キ
リ
ス
ト
像
と
一
致
し
て
い
な
い
事

か
ら
、
芥
川
尚
域
潅
於
け
る
自
己
矛
盾
べ
自
我
の
分
裂
の
指
摘
が
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
芥
、
内
部
に
於
け
る
分
裂
を
究
明
せ
ず
、
彼
の
精
神
の
痛
み
を
白
骨
《
せ
ず
に
、

近
代
日
本
吉
筆
の
解
萌
ぼ
な
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
究
明
は

何
一
つ
董
探
性
を
持
た
な
い
訳
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。

さ
ら
に
芥
川
の
悲
劇
を
、
出
身
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
知
力
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た

事
に
突
破
し
た
結
果
で
あ
る
、
と
捉
え
た
宣
競
際
明
の
論
（
霊
蕊
胆
哩
弾
抗
と
榔
祷
」
未

来
軒
・
を
批
判
し
、
芥
、
自
殺
の
理
由
は
「
天
上
か
ら
地
上
へ
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
で
は
具
体
的
に
そ
の
理
由
は
何
か
、
そ
の
部
分
に
就
い
て

佐
藤
泰
正
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
『
芥
川
の
白
綬
を
促
進
さ
せ
」
た
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
－
『
天
上
か
ら
地
上

へ
』
と
い
う
新
し
い
狽
糧
の
な
か
に
、
彼
が
の
ぞ
き
み
た
深
淵
の
底
に
あ
る
も
の
だ
。
そ

れ
は
塁
ヲ
け
が
た
い
『
何
か
』
で
あ
っ
た
。
」

読
め
ば
分
か
る
通
り
Ｐ
姪
駿
莱
正
は
そ
の
理
由
を
全
く
示
す
享
な
く
、
た
だ
漠
然
と

「
何
か
」
と
い
う
言
葉
を
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
主
星
稔
膣
明
の
論
を
激
し
く
否
定
し
、
読

者
を
引
き
付
け
て
お
き
な
が
ら
、
錆
同
自
分
で
は
何
も
具
体
的
な
事
は
示
さ
ず
に
擦
抜

け
て
い
る
。
こ
う
し
た
無
責
任
な
論
の
展
開
は
、
文
芸
評
論
だ
け
に
許
さ
れ
た
自
由
と

い
う
ふ
う
に
解
す
る
事
が
出
来
よ
う
。

芥
川
の
覗
き
見
た
深
淵
の
底
に
あ
る
「
何
か
」
が
一
体
具
体
的
に
は
、
何
を
意
味
し
て

い
る
か
全
く
示
す
惠
な
く
ｐ
姪
滕
は
芥
川
の
「
幼
児
性
」
が
亟
品
圏
出
と
の
対
立
関
係

に
於
い
て
際
立
つ
事
に
な
り
、
具
体
的
に
は
そ
れ
ら
が
彼
の
童
話
や
詩
の
中
に
見
ら
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
方
向
転
換
を
す
る
事
に
よ
っ
て
、
深
淵
の
底
に
あ
る
「
何
か
」
に
対
す
る
追

求
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
佐
藤
は
、
そ
の
芥
川
諭
を
次
の
よ
う
な
文
章
で
終
わ
り

に
し
て
い
る
。

「
芥
川
の
死
は
忌
睡
心
的
な
扉
垈
で
も
な
く
写
生
王
型
門
扉
総
迭
で
も
な
い
。
そ
こ
に

は
未
だ
に
解
決
さ
れ
な
い
『
何
か
』
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
こ
の
不
毛
な
風
土
の
裡

に
予
感
し
た
『
何
か
』
を
、
そ
の
断
き
ら
れ
た
可
能
性
を
－
我
々
は
更
に
深
く
探
っ
て
ゆ

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
」

こ
の
鋭
い
直
感
に
富
ん
だ
評
論
に
於
い
て
、
最
終
的
に
佐
藤
が
示
し
た
の
は
、
「
幼
な

二
」
と
珂
品
囲
出
と
い
う
対
立
が
、
そ
の
ま
ま
二
四
万
の
人
」
に
於
け
る
根
本
的
モ
チ
ー

フ
で
あ
る
つ
丞
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
と
。
幾
起
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
の
テ
ー

マ
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
け
で
あ
る
。
他
に
も
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い

う
一
語
に
注
目
せ
よ
と
い
う
生
頂
燗
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
指
摘
に
止
ま
っ
て
お
り
、

最
後
ま
で
こ
の
一
語
に
対
す
る
佐
藤
の
最
終
的
な
見
解
は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
芥
川
に

関
す
る
数
多
い
論
文
の
中
に
あ
っ
て
も
、
か
な
り
有
名
な
佐
藤
の
こ
の
「
西
方
の
人
」
論

は
、
何
一
つ
論
理
性
を
持
た
ず
、
そ
の
指
摘
は
単
な
る
思
い
つ
き
に
止
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
証
性
を
持
た
な
い
故
で
あ
ろ
う
か
、
佐
藤
の
こ
＠
論
文
に
於

い
て
は
い
く
つ
か
の
暗
示
的
な
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
論
文
が
、
近

代
日
本
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
研
窓
閥
域
に
於
い
て
は
、
先
駆
的
役
割
を
果
た
し

た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
「
そ
の
断
ち
き
ら
れ
た
可
能
樫
亡
と
い
う
「
西
方

の
Ｉ
Ｃ
に
関
し
て
の
佐
藤
の
提
一
一
一
月
、
無
視
し
難
い
。

二
四
万
の
人
△
に
於
い
て
取
り
扱
わ
れ
た
テ
ー
マ
、
芥
川
の
祈
り
に
近
い
言
葉
は
、
無

視
さ
れ
顧
み
ら
れ
る
事
な
く
年
月
は
過
去
り
、
「
西
方
の
Ａ
Ｃ
に
込
め
た
芥
川
の
言
葉
が

再
び
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
も
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
芥

川
の
「
西
方
の
人
」
の
中
に
示
し
た
一
つ
の
可
能
性
は
、
彼
の
死
後
四
十
年
後
に
よ
う
や

く
小
山
困
夫
空
襲
謄
眉
作
な
ど
の
現
代
作
家
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

佐
藤
泰
正
が
特
別
に
注
意
を
払
っ
た
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
一
節
が
、
芥

川
の
一
介
正
恵
に
よ
る
誤
植
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
笹

淵
友
一
の
誤
植
砿
を
無
視
し
て
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
」
と
い
う
一
節
に
芥
川
の
精

神
歳
域
潅
於
け
る
秘
め
ら
れ
た
思
い
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
』
礪
木
剛
「
芥
川
館
之
介

の
付
棺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
議
匹
第
幻
号
、
昭
和
“
・
３
）
で
あ
る
。
そ
し
て
梶
木
剛

の
一
連
の
芥
、
論
（
專
淫
と
第
瀦
ニ
ミ
昭
和
妃
…
第
羽
已
司
昭
和
妬
）
の
中
に
於
い
て

も
、
取
分
け
光
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
亨
術
皿
顛
之
介
の
な
か
の
知
一
議
人
と
大
衆
」
で
あ

る
。こ
の
論
文
に
就
い
て
は
、
既
に
取
り
卜
汗
て
い
る
の
で
詳
し
く
は
こ
こ
に
於
い
て
述

べ
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
全
悴
と
し
て
言
え
ば
僧
礪
木
剛
の
芥
川
諭
は
、
磯
田
光
一
の
芥

川
諭
を
下
敷
き
に
し
て
、
そ
れ
を
よ
り
伏
鐸
煕
曲
に
適
用
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
事
に
就
い
て
は
、
梶
禾
剛
》
自
身
の
言
葉
が
証
明
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

「
何
が
光
る
部
分
か
と
言
え
ば
、
マ
リ
ア
が
屋
瞥
察
虫
掘
実
の
象
徴
』
で
あ
り
、
ク
リ
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ス
ト
は
『
そ
う
い
皇
配
実
に
飽
き
足
り
な
い
人
間
の
一
側
面
の
象
織
匡
で
あ
る
と
み
る

三
四
万
の
１
△
の
読
み
方
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
芥
川
を
、
そ
の
二
律
背
反
に
身
悶
え
て

生
き
た
人
間
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
鋭
い
洞
察
に
繋
が
っ

て
い
る
も
の
で
、
わ
た
く
し
の
考
え
方
も
そ
れ
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。
」

「
わ
た
く
し
の
考
え
方
も
そ
れ
に
近
い
」
は
失
笑
で
あ
る
。
時
期
的
に
も
ず
っ
と

後
に
な
っ
て
出
来
た
論
文
が
、
そ
の
下
地
に
な
っ
た
も
の
に
近
く
な
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
』
確
木
剛
の
成
し
た
「
西
方
の
人
」
に
於
け
る
三
つ
の
指
摘
、
「
マ
リ
ア
Ⅱ
自

然
」
「
聖
霊
Ⅱ
知
識
」
「
ク
リ
ス
ト
Ⅱ
知
識
に
懸
か
れ
た
人
間
の
象
徴
」
は
、
磯
田

光
一
に
よ
る
指
摘
、
「
マ
リ
ア
Ⅱ
庶
民
的
現
実
の
象
徴
」
「
聖
霊
Ⅱ
人
間
の
精
神
的

志
向
」
「
ク
リ
ス
ト
Ⅱ
現
実
に
飽
き
足
り
な
い
人
間
の
一
側
面
の
象
徴
」
か
ら
導
出

し
て
来
た
見
解
で
あ
る
事
は
紛
れ
も
な
く
、
実
証
的
な
裏
付
け
と
い
う
も
の
を
持
た

な
い
評
論
に
於
い
て
は
、
そ
の
提
示
し
た
見
解
が
ど
れ
ほ
ど
独
特
な
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
三
菅
煎
じ
て
あ
る
と
い
う
事
に
於
い
て
、
そ
の
一
仰
値
が
半
減
し
て
し
ま

う
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）
磯
田
光
一

妙
に
観
念
だ
け
が
空
回
り
し
て
い
て
、
直
観
の
冴
え
の
み
ら
れ
な
い
梶
木
剛
の
一

連
の
芥
川
諭
か
ら
比
べ
る
と
磯
田
光
一
の
「
芥
川
龍
之
介
と
昭
和
文
学
」
は
、
鋭
い

直
寵
だ
よ
っ
て
「
西
方
の
人
」
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
既
に

引
用
し
た
「
マ
リ
ア
」
「
聖
霊
」
「
ク
リ
ス
ト
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い

う
問
題
か
ら
始
ま
り
、
芥
川
諭
の
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
、
結
論
飼
な
次
の
よ
う
な
言

葉
も
十
分
に
納
得
い
く
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
『
西
方
の
人
』
を
読
む
た
び
に
、
そ
れ
が
大
正
文
学
へ
の
訣
別
の
言
葉
で

あ
っ
た
と
共
に
、
昭
和
文
学
の
運
命
へ
の
予
言
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
を
禁
じ
え
な

い
。
晩
年
の
芥
川
の
耐
え
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
大
正
文
学
の
崩
壊
の
予
感
で
あ
る

と
同
時
に
、
昭
和
文
学
の
迫
る
で
あ
ろ
う
運
命
へ
の
祝
福
と
鍵
筈
の
思
い
で
は
な
か
つ

た
で
あ
ろ
う
か
。
」

こ
の
最
初
の
言
葉
で
分
か
る
と
お
り
、
こ
の
芥
川
諭
は
、
｜
人
の
近
代
作
家
を
現

代
に
呼
び
戻
そ
う
、
大
正
時
代
の
一
作
家
に
今
日
的
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
←
雷
雰
的
に
は
こ
の
試
み
は
成
功
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
「
西
方
の
人
」
は
、
芥
川
以
後
の
昭
和
立
字
（
戦
前
）
へ
の
決
定
的
な
予

言
の
書
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
（
Ⅳ
「
背

解
者
」
）
と
（
羽
「
ラ
ザ
ロ
」
）
の
二
つ
の
章
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
章
に
於
い

て
描
か
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
は
、
「
西
方
の
人
」
全
体
の
中
で
も
か
な
り
独
特
な
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
人
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
も
の
で
あ
る
。
マ

リ
ア
の
存
在
を
無
視
し
て
、
己
の
意
思
を
通
そ
う
と
す
る
天
才
的
利
己
主
義
者
キ
リ

ス
ト
の
姿
に
、
磯
田
光
一
は
家
庭
を
犠
牲
に
し
て
芸
術
へ
の
道
を
歩
ん
だ
私
小
説
の

作
家
（
葛
西
善
蔵
、
嘉
狩
謡
騨
葬
等
）
や
、
実
生
活
を
犠
牲
に
し
て
理
想
の
た
め
に
生

き
た
左
翼
文
筆
告
只
小
林
多
喜
一
一
等
）
の
姿
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
西
方
の
人
」
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
磯
田
光
一
に
と
っ
て
、

新
一
騨
覚
派
の
文
字
は
、
「
聖
霊
」
へ
の
不
信
と
「
マ
リ
ア
」
的
冊
界
に
対
す
る
崩
壊

の
危
機
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
に
基

づ
く
磯
田
に
と
っ
て
は
横
光
利
一
の
日
本
回
帰
が
、
失
っ
た
「
聖
霊
」
を
再
び
得
る

こ
と
に
よ
り
、
「
マ
リ
ア
」
の
も
と
に
戻
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
映
る
の
も

ま
た
当
然
の
事
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

磯
田
光
一
の
「
西
方
の
人
」
の
適
用
は
、
昭
和
文
学
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
戦

後
文
学
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
戦
後
の
牡
会
は
、
農
地
改
革

と
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
「
マ
リ
ア
」
的
世
界
の
変
貌
と
「
マ
リ
ア
」
自
身
の
「
涙

の
谷
こ
か
ら
の
解
放
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
相
当
に
強
引
な
図
式

化
で
は
あ
る
が
、
「
西
方
の
人
△
に
今
日
的
意
味
を
与
え
、
現
代
に
蘇
ら
せ
た
功
績

は
＋
分
に
評
価
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な
指
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摘
に
至
っ
て
は
、
い
さ
さ
か
独
断
が
過
ぎ
る
よ
う
だ
。

「
肉
体
だ
け
逼
し
い
兵
卒
た
ち
は
ク
リ
ス
ト
に
茨
の
冠
を
か
む
ら
せ
、
紫
の
抱
を

ま
と
わ
せ
た
上
豆
ダ
ャ
の
王
安
か
れ
』
と
叫
ん
だ
り
し
た
。
ク
リ
ス
ト
の
悲
劇
は

こ
う
云
う
喜
劇
の
た
だ
中
に
あ
る
だ
け
に
み
じ
め
で
あ
る
。

『
肉
体
だ
け
遇
し
い
兵
卒
』
に
い
か
な
る
暗
噛
を
読
む
か
は
、
人
に
よ
っ
て
異
な

る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
『
肉
体
だ
け
暹
し
い
―
来
卒
』
は
、
は
た
し
て
キ
リ
ス

ト
の
時
代
だ
け
に
固
有
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
戦
後
』
と
は
『
肉
体
だ
け

逼
し
い
兵
卒
』
た
ち
の
時
代
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
」

戦
後
を
「
肉
体
だ
け
逼
し
じ
某
卒
」
た
ち
の
時
代
と
見
る
の
は
、
明
ら
か
に
「
殉

教
の
美
学
」
に
よ
っ
て
三
島
由
紀
夫
の
精
神
主
義
へ
の
一
傾
向
を
示
し
た
、
磯
田
光
一

な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
戦
後
と
い
う
時
代
は
、
真
実
「
肉
体
だ
け

逼
し
い
兵
卒
」
た
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
本
当
に
戦
後
と
い
う
社
会
は
切
質
主
義

へ
の
憧
れ
だ
け
の
時
代
で
あ
っ
た
か
。

戦
後
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
精
神
の
基
盤
を
失
い
、
民
主
主
義
に
対
す
る
限
り

無
い
憎
し
み
を
抱
い
た
の
は
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う
一
作
家
に
於
け
る
個
人
的
な
問

題
で
は
な
か
っ
た
か
。
兵
卒
た
ち
の
尋
問
や
潮
笑
に
対
し
て
答
え
る
必
要
を
認
め
な

か
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
私
小
説
の
作
家
達
へ
の
芥
川
の
態
度
を
意
味

し
な
い
。
現
実
の
好
産
室
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
、
「
サ
ド
カ
イ
の
徒
」
で
あ
り
、

コ
リ
タ
イ
の
徒
」
で
あ
り
、
ま
た
「
兵
卒
た
ち
」
で
あ
る
と
捉
え
た
時
、
キ
リ
ス

ト
の
沈
黙
に
芥
川
の
現
実
社
会
へ
の
断
念
の
気
持
ち
を
認
め
よ
う
と
し
た
時
、
既
に

磯
田
光
一
は
、
芥
川
の
「
西
方
の
人
」
を
大
き
く
超
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
ど
う
や
ら
彼
は
、
三
島
由
紀
夫
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
戦
姪
隊
社
会
の
空
洞

化
に
対
す
る
不
満
を
、
「
西
方
の
人
」
の
内
部
に
そ
の
解
決
の
道
を
求
め
よ
う
と
し

た
よ
う
で
あ
る
。
粁
芸
を
構
成
し
て
い
る
の
が
「
マ
リ
ア
」
的
倍
一
界
に
住
む
も
の
で

あ
る
と
い
う
事
は
、
い
つ
の
世
で
も
変
わ
る
事
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
戦
鋒
社
会
の

（
３
）
駒
尺
喜
美

芥
川
死
後
、
破
滅
に
向
か
っ
て
い
た
日
本
の
運
命
と
戦
後
の
動
乱
期
と
い
う
特
殊

な
歴
史
が
よ
う
や
く
一
段
落
つ
き
な
が
ら
も
、
し
か
し
一
方
に
於
い
て
は
国
内
の
政

治
の
動
き
は
止
ま
る
事
は
な
か
っ
た
の
で
、
予
言
の
書
と
し
て
の
「
西
方
の
人
」
に

就
い
て
の
解
釈
は
実
に
様
々
で
あ
る
。

そ
の
主
張
、
そ
の
解
釈
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
地
位
な
ど

に
よ
っ
て
変
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
西
方
の
人
」
を
芥
川
の
最
後
の
主
張
で
あ
り
、

自
己
顕
彰
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
駒
尺
喜
美
で
あ
る
。
（
「
芥
川
龍
之
介
の

世
界
」
法
政
大
学
出
版
局
）

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
芥
川
は
絶
対
美
を
目
指
し
た
と
い
う
優
越
感
と
、
実
生
活
に
敗

れ
た
と
い
う
劣
等
意
識
の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
結
果
的
に
は
、
敗
北
意
識
を
自
覚

し
た
自
意
識
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
敗
北
意
識
を
優
越
感
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
が
自
分
の
事
を
「
阿
呆
」
と
読
ん
だ
時
、
そ
こ
に
は

実
生
活
に
失
敗
し
た
「
阿
呆
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
「
阿
呆
」
と
自
覚
し
て
い
る
者
と
し
て
の
自
尊
心
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
十
分
納
得
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
芥
川
が
敗
北
し
て
自
殺
し
た
事
は
知
っ
て
い
な
が
ら
、
決
し
て
彼
を
敗

北
者
と
し
て
は
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
自
身
も
、
自
分
の
人
生
は
失
敗
で

み
取
分
け
て
、
「
兵
卒
た
ち
」
の
社
会
と
規
定
す
る
事
実
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

も
し
磯
田
光
一
の
芥
川
諭
の
中
に
大
き
な
意
義
を
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
打
ち

捨
て
ら
れ
た
過
去
の
作
品
「
西
方
の
人
」
に
対
し
て
、
斬
新
な
今
日
的
見
解
を
与
え

た
事
で
あ
り
、
昭
和
初
年
の
芥
川
の
適
稿
と
な
っ
た
作
品
に
新
た
な
角
度
か
ら
光
を

当
て
る
事
に
よ
っ
て
現
代
に
蘇
ら
せ
た
事
で
あ
ろ
う
。
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あ
っ
た
と
い
い
、
人
生
の
敗
残
者
で
あ
る
と
告
白
し
、
ま
た
他
者
も
表
面
的
に
は
そ

れ
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
後
代
の
あ
ら
ゆ
る
人
々

が
、
芥
川
に
勝
れ
た
作
家
と
し
て
の
尊
敬
の
視
線
を
投
掛
け
て
い
る
理
由
は
、
芥
川

の
敗
北
の
告
白
の
中
に
強
い
逆
説
的
自
己
主
張
が
あ
る
か
ら
で
、
真
実
「
阿
呆
」
で

あ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
人
物
に
対
し
て
世
間
の
評
価
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
る
は
ず

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
芥
川
の
敗
北
意
識
の
中
に
は
、
他

に
比
す
る
事
も
出
来
な
い
ほ
ど
の
激
し
い
自
尊
心
、
傲
慢
さ
に
も
通
じ
る
芸
術
家
意

識
が
あ
っ
た
事
が
分
る
。

駒
尺
喜
美
に
よ
れ
ば
「
西
方
の
人
」
と
「
或
阿
呆
の
一
生
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
表

裡
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
「
西
方
の
人
」
は
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
於
い
て
示
さ
れ

た
表
面
的
な
敗
北
意
識
を
十
分
に
打
倒
す
る
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
従
っ
て
駒
尺
喜
美
の
示
し
た
芥
川
像
に
よ
れ
ば
、
「
天
上
か
ら
地
上
へ

登
る
」
な
ど
と
い
う
考
え
は
と
ん
で
も
な
い
事
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
虚
無
的
な
側

面
を
持
つ
一
方
に
於
い
て
彼
が
目
指
し
た
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
永
遠
に
超
え
ん

と
す
る
も
の
」
、
絶
対
的
な
世
界
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

駒
尺
喜
美
の
指
摘
の
中
に
於
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
芥
川
の
絶
対
希
求
と

い
う
事
の
他
に
、
虚
無
的
哲
学
の
影
響
と
い
う
事
が
あ
る
。

芥
川
は
年
少
の
頃
か
ら
厭
世
主
義
の
哲
学
を
ま
だ
一
頁
も
読
ま
ぬ
前
に
す
で
に
厭

世
主
義
者
だ
っ
た
」
（
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
）
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
芥
川
の
気
取
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
箇
所
で
、
厭
世
主
義

哲
学
が
「
精
神
的
流
行
病
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
彼
が
当
時
流
行
っ
て

い
た
超
人
思
想
や
虚
無
思
想
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
中
村
莞

こ
の
よ
う
に
作
品
に
つ
い
て
の
種
々
の
鰹
釈
が
な
さ
れ
る
と
、
や
が
て
「
西
方
の

人
」
の
読
み
方
、
理
解
の
仕
方
だ
け
で
は
な
く
て
、
芥
川
作
品
の
中
に
於
け
る
位
置

を
極
め
よ
う
、
あ
る
い
は
素
材
の
追
求
な
ど
も
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
西
方
の

人
」
の
評
価
を
め
ぐ
る
内
容
追
求
か
ら
、
よ
り
微
細
な
問
題
へ
と
展
開
す
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
に
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
村
完
「
西
方
の
人
」
論

で
あ
る
。
（
「
批
評
と
研
究
、
芥
川
龍
之
介
」
所
収
、
芳
賀
書
店
）
こ
の
作
品
論
の

新
し
さ
は
、
簡
単
に
要
約
す
る
と
芥
川
文
学
全
体
の
中
に
於
い
て
「
西
方
の
人
」
を

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
事
で
あ
る
。
芥
川
の
悲
劇
は
、
自
由
勝
手
な
西
洋
文
化
へ
の

想
像
の
上
に
キ
リ
ス
ト
の
悲
劇
を
設
定
し
て
い
る
事
、
つ
ま
り
「
西
洋
」
へ
の
ひ
た

む
き
な
想
像
と
期
待
の
内
に
介
在
す
る
と
い
う
中
村
完
の
指
摘
が
、
彼
の
「
西
方
の

人
」
論
の
骨
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
「
西
方
の
人
」
の
悲
劇
は
キ
リ
ス
ト
の

悲
劇
で
は
な
く
、
軟
弱
な
思
想
風
土
の
上
に
近
代
精
神
を
植
え
る
べ
く
奮
闘
し
て
挫

折
し
た
芥
川
の
個
人
的
な
無
念
の
思
い
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
芥

川
を
捉
え
る
中
村
完
の
最
初
の
指
摘
は
、
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
考
察
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
芥
川
が
人
生
の
途
上
に
て
息
詰
ま
り
、
原
点
へ
回
帰
を
試
み

た
時
、
そ
の
よ
う
に
幼
年
時
代
を
回
顧
す
る
よ
う
な
、
自
己
の
精
神
の
弱
い
部
分
を

消
し
さ
る
に
必
要
な
回
帰
す
べ
き
激
し
い
青
春
時
代
と
い
う
も
の
を
芥
川
は
経
験
す

る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

彼
が
生
き
た
時
代
に
も
ま
た
、
激
烈
な
青
春
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
息
詰
ま
り
を
経
験
し
な
が
ら
、
漱
右
の
よ
う
に
芥
川
が
生
き
ら
れ
な
か
っ

た
理
由
に
は
、
時
代
的
な
も
の
が
多
分
に
影
響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
見
解

に
は
確
か
な
も
の
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
「
地
獄
変
」
「
泰
教
人
の
死
」
な
ど
の
主
人
公
の
姿
を
最
後
ま
で
冷

や
や
か
に
傍
観
す
る
精
神
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
指
摘
や
、
「
薮
の
中
」
の
女
の
業

の
よ
う
に
、
秘
密
を
「
永
遠
に
ま
も
ら
ん
と
す
る
」
態
度
の
延
長
線
上
に
、
母
の
イ
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メ
ー
ジ
を
媒
介
と
し
て
浄
化
さ
れ
た
「
西
方
の
人
」
の
マ
リ
ア
の
姿
が
あ
る
と
い
う

指
摘
な
ど
は
新
し
い
。

さ
ら
に
こ
れ
は
多
く
言
わ
れ
て
い
る
事
で
は
あ
る
が
、
傍
観
者
で
は
な
く
て
参
加

者
の
立
場
か
ら
筆
を
執
ろ
う
と
し
た
の
が
、
。
塊
の
土
」
で
あ
り
、
「
玄
鶴
山
屋

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
芥
川
の
『
西
方
の
人
』
は
、
文
学
史
的
に
あ
き
ら
か
に
、
一
つ
の
時
代
の
凝
縮

さ
れ
た
到
達
点
で
あ
り
、
同
時
に
、
未
来
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
一
つ
の
起
点
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
」
と
い
う
結
論
と
、
芥
川
以
後
の
作
家
横
光
利
一
、
川
端
康
成
、

掘
辰
雄
、
中
野
童
治
ら
の
活
動
は
、
全
て
何
ら
か
の
形
で
芥
川
の
「
西
方
の
人
」
を

起
点
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
の
発
言
な
ど
、
な
か
な
か
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
に
於
い
て
文
芸
評
論
特
有
の
意
味
不
明
、
あ
る
い
は
暗
示
だ
け
で
与
え

る
文
章
も
相
当
あ
る
。
「
共
感
を
拒
否
す
る
そ
の
及
び
が
た
い
人
間
像
に
『
他
人
』

を
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
、
自
己
の
内
部
に
そ
の
『
他
人
』
を
育
て
る
機
会
を
不

用
意
に
の
が
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
」

「
非
常
の
手
段
に
よ
っ
て
、
自
由
な
散
文
構
成
の
な
か
に
『
私
』
を
と
き
は
な
と

う
と
し
た
こ
こ
ろ
み
の
最
後
の
そ
れ
が
、
『
西
方
の
人
』
と
『
締
西
方
の
人
』
で
あ
っ

た
。
」

こ
の
箇
所
に
於
い
て
中
村
完
の
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
お
そ
ら
く
は
次

の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
。
『
他
人
』
を
完
全
に
『
他
人
』
と
し
て
見
て
き
た
芥
川

が
、
『
他
人
』
を
傍
観
的
位
置
か
ら
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
こ
こ
に
芥
川
文
学
の
破

綻
が
生
じ
た
訳
で
あ
る
が
、
最
後
の
作
品
「
西
方
の
人
」
「
続
西
方
の
人
」
は
、
客

観
的
立
場
に
立
つ
事
に
よ
り
、
そ
の
破
綻
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
。
中
村
完
の
文
章
は
、

全
体
的
に
一
見
難
解
な
、
実
際
は
余
り
意
味
を
な
さ
な
い
文
章
か
ら
で
き
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
西
方
の
人
」
再
評
価
の
論
を
書
い
た
佐
藤
泰
正
は
、
再
度
「
西
方

の
人
」
論
を
書
い
て
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
妬
・
２
）
、
十
年
後
も
変
わ
る
事

（
５
）
鈴
木
秀
子

以
上
「
西
方
の
人
」
の
種
々
の
見
解
に
就
い
て
見
て
き
た
が
、
最
後
に
「
西
方
の

人
」
執
筆
に
際
し
て
芥
川
の
作
品
創
作
上
の
素
材
と
な
っ
た
作
家
、
あ
る
い
は
作
品

論
を
一
つ
見
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
鈴
木
秀
子
「
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
－
西
方
の
人
を
中
心
と
し
て
－
」

（
「
聖
心
女
子
大
学
論
叢
」
昭
和
妃
・
岨
）
で
あ
る
。

今
ま
で
取
り
上
げ
た
「
西
方
の
人
」
論
の
多
く
が
、
評
論
の
形
を
取
っ
て
い
た
の

の
な
い
芥
川
に
対
す
る
執
着
を
示
し
て
い
る
。
芥
川
の
「
西
方
の
人
」
執
筆
時
に
於

け
る
視
点
を
改
め
て
問
い
直
し
た
い
と
す
る
佐
藤
は
、
実
社
会
か
ら
阻
止
さ
れ
て
い

る
「
聖
霊
の
子
」
の
運
命
と
そ
の
「
聖
霊
の
子
」
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
に
阻
害
さ
れ
た

「
マ
リ
ア
」
の
運
命
と
を
同
一
視
、
こ
の
二
つ
を
表
現
す
る
の
に
「
美
し
い
」
と
し

て
い
て
、
「
マ
リ
ア
」
に
対
し
て
全
く
同
一
の
叙
情
性
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
を
求
め
て
止
ま
な
い
「
聖
霊
の
子
ど
も
た
ち
」

は
、
そ
の
激
し
い
天
上
世
界
へ
の
志
向
の
故
に
、
地
道
な
地
上
の
実
生
活
か
ら
疎
外

さ
れ
、
一
方
に
於
い
て
は
平
凡
な
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
「
マ
リ
ア
」
が
、
そ
の

平
凡
さ
故
に
、
天
上
世
界
を
志
向
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
て
い
る

と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
こ
の
両
方
の
疎
外
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
芥
川
の
視
線
は
暖

か
い
と
言
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
佐
藤
泰
正
は
、
「
西
方
の
人
」
の
本
文
中
の
問
題
の
箇
所
「
天
上
か
ら
地

上
へ
登
る
」
に
就
い
て
、
こ
の
発
想
の
元
に
な
っ
た
素
材
を
二
つ
指
摘
し
て
い
る
。

（
「
ヤ
コ
プ
の
夢
」
旧
訳
聖
書
創
世
記
第
泌
。
ｎ
以
下
）

評
論
特
有
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
持
ち
な
が
ら
佐
藤
泰
正
の
「
西
方
の
人
」
論

に
は
、
十
年
前
の
も
の
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
あ
る
種
の
深
み
が
見
ら
れ
る
。
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に
対
し
て
、
こ
の
「
西
方
の
人
」
論
は
、
研
究
論
文
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
地
味
で
は
あ
る
が
、
｜
っ
一
つ
の
指
摘
に
着
実
な
実
証
を
行
っ
て
い
る
事
が
注

目
さ
れ
る
。
芥
川
が
「
西
方
の
人
」
の
最
初
の
章
の
題
に
取
っ
た
、
「
こ
の
人
を
見

よ
」
と
い
う
言
葉
の
究
明
か
ら
論
文
が
始
ま
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
血
ま
み
れ
に

な
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
キ
リ
ス
ト
浴
び
せ
ら
れ
た
総
督
ピ
ラ
ト
の
こ
の
言
葉
が
、
ど

の
よ
う
な
状
況
下
に
於
い
て
投
げ
掛
け
ら
れ
た
か
を
知
る
た
め
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
か

ら
の
一
頁
も
の
引
用
が
成
さ
れ
て
い
る
。

決
定
的
な
瞬
間
に
於
け
る
こ
の
一
語
は
、
“
瀞
世
紀
も
の
間
西
洋
画
家
の
素
材
に
な

り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
本
の
々
豆
別
に
も
な
っ
て
い
て
現
代
に
残
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、

し
か
し
芥
川
は
こ
の
一
語
を
先
人
た
ち
の
残
し
た
書
名
か
ら
と
っ
た
の
で
は
な
く
て
、

聖
轡
か
ら
直
接
採
用
し
た
と
い
う
指
摘
は
耳
新
し
い
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
の
証

拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

「
西
方
の
人
」
が
「
こ
の
人
を
見
よ
」
と
呼
掛
け
た
、
ピ
ラ
ト
ヘ
の
後
代
の
芥
川

の
返
答
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
興
味
深
い
。
本
文
中
の
「
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を

記
す
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
作
者
の
断
り
が
き
も
そ
う
考
え
る
と
辻
妻
が
あ
う
。

「
西
方
の
人
」
の
最
後
の
章
に
至
ま
で
キ
リ
ス
ト
の
姿
は
、
芥
川
の
意
識
を
離
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
作
者
の
視
線
は
、
し
ば
し
ば
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
て
マ
リ
ア
の

方
に
注
が
れ
て
い
る
。
芥
川
に
と
つ
重
仰
故
そ
れ
ほ
ど
に
マ
リ
ア
は
大
き
な
付
置
を

占
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
に
も
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

芥
川
が
そ
の
キ
リ
ス
ト
籔
観
を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
る
ル
ナ
ン
の
「
イ
エ
ス
伝
」

に
も
、
ま
た
聖
書
そ
の
も
の
の
中
に
於
い
て
さ
え
も
マ
リ
ア
の
名
を
見
出
す
事
は
稀

で
あ
る
。
実
母
の
発
狂
に
よ
っ
て
、
母
の
喪
失
を
体
験
し
た
芥
川
に
と
っ
て
母
の
存

在
は
、
幼
児
か
ら
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
長
崎
の
「
大
浦
天
羊
董
」
に
対
し
て

全
く
無
意
識
に
「
日
本
の
聖
母
の
寺
」
（
「
長
崎
日
記
」
昭
和
２
．
５
．
２
）
と
い

う
名
称
を
与
え
た
彼
で
あ
っ
た
。
神
父
と
の
雑
談
や
お
祈
り
を
見
聞
し
た
り
体
験
し

た
り
し
な
が
ら
、
彼
は
全
く
彼
自
身
の
感
覚
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
そ
の
も
の
を
母

的
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
内
部
の
マ
リ
ア
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
後
に
な
っ
て
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
い
う
芥
川
独
自
の
モ

テ
ー
フ
に
発
展
し
て
い
っ
た
事
は
無
論
で
あ
る
。

芥
川
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
マ
リ
ア
像
が
あ
ま
り
に
日
本
的
、
つ
ま
り
俗
的
で
あ
る

事
に
就
い
て
も
聖
書
を
理
解
せ
ず
神
の
存
在
を
信
じ
て
な
か
っ
た
芥
川
に
あ
っ
て
は

当
然
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
と
し
て
理
解
し
た
芥
川
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
マ
リ
ア
の
方
が
自
分
に

近
い
存
在
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
、
彼
は
「
西
方
の
人
」
の
中
に
あ
っ
て
よ
り
多
く

の
親
し
み
を
マ
リ
ア
に
与
え
て
い
る
。
天
上
を
求
め
て
止
ま
な
い
キ
リ
ス
ト
の
生
き

方
に
対
し
て
、
芸
術
家
と
し
て
の
彼
は
常
に
同
感
の
意
を
示
し
て
い
た
が
、
し
か
し

そ
れ
と
同
程
度
に
彼
の
視
線
は
マ
リ
ア
に
向
か
っ
て
注
が
れ
て
い
た
。

芥
川
の
目
に
映
じ
た
マ
リ
ア
は
い
つ
も
、
筈
鑑
随
満
ち
た
道
を
一
人
で
歩
い
て
い

る
た
だ
の
女
人
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
マ
リ
ア
を
彼
は
「
涙
の
谷
の
中
に
通
っ
て
い
た
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
涙
の
谷
」
と
い
う
貢
薬
を
「
苦
悩
に
満
ち

た
現
世
」
の
意
味
で
彼
は
、
既
に
早
く
か
ら
使
っ
て
い
た
。

「
か
ば
か
り
に
苦
し
き
も
の
と
今
か
知
る
『
涙
の
谷
』
を
ふ
み
ま
ど
ふ
こ
と
」

（
「
藤
岡
蔵
六
宛
審
儘
と
大
正
４
．
３
．
９
）
ま
た
こ
の
友
人
宛
て
に
送
っ
た
十
二

首
の
歌
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
、
芥
川
が
こ
の
頃
か
ら
聖
書
に
親

し
ん
で
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
「
わ
が
心
や
や
な
ご
み
た
る
の
ち
に
し
て
詩
篇
を
よ

む
は
涙
ぐ
ま
し
も
」

し
か
し
鈴
木
秀
子
が
指
摘
し
て
い
る
「
旧
約
聖
書
、
詩
篇
」
（
拠
・
７
）
に
「
涙

の
谷
」
を
意
味
す
る
巡
礼
の
歌
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
「
旧
約
聖
書
、
詩
篇
」

（
拠
・
６
）
の
誤
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
鈴
木
は
自
分
の
指
摘
し
た
箇
所
に
「
涙
の
谷
」

の
語
が
見
付
か
ら
な
い
の
で
、
「
涙
の
谷
」
と
い
う
の
は
芥
川
の
造
語
で
は
な
い
か
、
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と
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
（
お
そ
ら
く
は

鈴
木
は
、
「
口
語
訳
聖
書
」
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
文
語
訳
聖
書
」
に
は
「
涙

の
谷
」
の
語
が
存
在
し
て
い
る
。
）

「
従
っ
て
、
『
涙
の
谷
』
と
い
う
語
を
芥
川
が
好
ん
で
使
っ
た
の
は
、
旧
約
聖
書

の
詩
篇
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
言
葉
の
意
味
に
よ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
」

「
旧
約
聖
書
、
詩
篇
」
（
弘
・
６
）
は
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
「
涙
の
谷
」
の
語

を
記
し
て
い
る
。
「
か
れ
ら
は
涙
の
谷
を
す
ぐ
れ
ど
も
其
虚
を
お
ほ
く
の
泉
あ
る
と

こ
ろ
と
な
す
」

鈴
木
秀
子
の
「
西
方
の
人
」
論
は
、
こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
誤
り
が
あ
り
、
あ
ま

り
感
心
し
な
い
が
、
｜
方
に
於
い
て
は
い
く
つ
か
の
示
唆
さ
れ
る
指
摘
も
あ
る
。

若
き
日
に
「
大
川
の
水
」
の
流
れ
に
自
己
の
死
を
見
詰
め
た
芥
川
が
、
年
を
経
る

に
従
っ
て
意
識
し
て
視
線
を
死
に
固
定
す
る
と
同
時
に
、
心
の
中
に
於
い
て
キ
リ
ス

ト
を
求
め
続
け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
「
ク
リ
ス
ト
は
今
日
の
わ
た
し
に
は
行
路
の
人

の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
「
ま
ざ
ま
さ
と
わ
た
し

に
呼
び
か
け
て
い
る
ク
リ
ス
ト
の
姿
を
感
じ
る
」
と
い
う
告
白
を
な
す
に
至
る
ま
で

に
は
、
も
う
一
つ
の
時
期
、
殉
教
者
た
ち
へ
の
興
味
を
抱
い
て
い
た
時
期
が
必
要
で

あ
っ
た
と
い
う
指
摘
な
ど
注
目
し
た
い
。
こ
の
場
合
の
殉
教
者
達
に
対
し
て
興
味
を

持
っ
た
時
期
に
あ
っ
て
も
、
彼
の
意
識
が
、
殉
教
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
向
か
っ

て
い
た
訳
で
は
な
い
。
死
の
不
安
に
捉
わ
れ
た
若
き
曰
－
殉
教
者
達
へ
の
共
感
－

「
西
方
の
人
」
の
告
白
、
と
い
う
ふ
う
に
芥
川
の
精
神
を
図
式
化
し
、
少
し
づ
っ
信

仰
者
の
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
く
も
の
と
し
理
解
し
よ
う
と
し
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
大
き

な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殉
教
者
の
行
為
の
一
つ
一
つ
は
、
人
生
の
充
実
し
た
瞬

間
を
生
き
た
こ
と
の
出
来
た
者
と
し
て
、
創
作
者
で
あ
る
芥
川
の
精
神
に
訴
え
た
に

す
ぎ
ず
、
「
西
方
の
人
」
に
至
っ
て
も
果
た
し
て
芥
川
が
ど
の
程
度
信
仰
に
近
づ
い

た
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
に
と
っ

て
殉
教
の
行
為
は
、
単
な
る
文
学
作
品
の
累
材
で
し
か
な
か
っ
た
。
殉
教
者
（
「
奉

教
人
の
死
」
の
主
人
公
）
は
、
芥
川
が
死
ぬ
ま
で
持
ち
続
け
て
い
た
彼
自
身
の
宗
教
、

つ
ま
り
「
刹
那
の
感
動
」
に
多
少
と
も
訴
え
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な

芥
川
と
殉
教
者
と
の
関
係
を
全
く
無
視
し
て
、
佐
古
純
一
郎
は
次
の
よ
う
な
見
解
を

述
べ
て
い
る
。

「
な
ぜ
芥
川
は
、
殉
教
者
の
す
が
た
の
な
か
に
そ
れ
ほ
ど
心
を
ひ
か
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
私
は
思
う
の
だ
が
、
殉
教
と
い
う
こ
と
が
ら
の
な
か
に
、
人
間
の
死
の
も
っ

と
も
美
し
い
か
た
ち
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
殉
教
と
は
？
そ
れ
は
、
人
間
が
キ
リ
ス

ト
の
真
理
の
前
に
、
自
己
を
捧
げ
つ
く
す
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
完
全
に
超
越
し
た
人
間
の
姿
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
」

こ
の
種
の
文
章
は
、
キ
リ
ス
ト
教
萱
伝
の
た
め
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
芥
川
諭

と
し
て
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
研
究
者
の
中
に
は
こ
の
よ
う
に
作
家
を
通
し
て

自
己
を
語
り
過
ぎ
る
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
研
究
対
象
で
あ
る
作
家
の
事
を
無
視

し
て
、
自
己
だ
け
を
語
っ
て
い
る
人
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
見
解
に
拠
っ
て

一
つ
の
文
学
を
切
断
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
ろ
う
か
。

い
く
つ
か
の
鋭
い
見
解
を
持
ち
な
が
ら
も
鈴
木
秀
子
も
時
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な

芥
川
文
学
と
は
あ
ま
り
に
懸
け
離
れ
た
意
見
も
述
べ
て
い
る
。

「
キ
リ
ス
ト
は
人
の
心
と
キ
リ
ス
ト
と
の
縦
の
結
び
つ
き
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を

示
さ
れ
る
が
、
同
時
に
、
人
々
の
横
と
の
連
帯
、
す
な
わ
ち
識
云
云
と
い
う
人
々
の
共

同
体
の
う
ち
に
も
み
ず
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
証
明
を
た
て

る
教
会
と
い
う
共
同
体
で
真
の
キ
リ
ス
ト
を
知
り
え
な
か
っ
た
芥
川
が
『
キ
リ
ス
ト

は
こ
う
い
う
も
の
だ
』
と
宣
言
す
る
多
く
は
西
欧
の
反
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
の
影
響

を
受
け
た
彼
の
独
断
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
と
は
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

7８



小澤：芥川龍之介「西方の人」「続西方の人」論」

４
、
「
続
西
方
の
人
」

芥
川
が
そ
の
生
涯
に
於
け
る
総
決
算
を
目
的
と
し
て
書
残
し
た
、
「
西
方
の
人
」

に
就
い
て
は
既
に
多
く
を
論
じ
た
が
、
し
か
し
「
西
方
の
人
」
論
だ
け
で
は
、
全
て

の
意
を
尽
く
し
た
と
は
二
局
則
れ
な
い
。
そ
の
事
に
就
い
て
は
芥
川
自
身
が
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
、
雑
誌
の
締
め
切
り
日
の
迫
っ
た
為
に

ペ
ン
を
拠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
は
多
少
の
閑
の
あ
る
為
に
も
う
一
度
わ

こ
の
種
の
意
見
を
堂
々
と
芥
川
諭
の
中
に
於
い
て
述
べ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
者
達
は
、

芥
川
の
次
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
聞
く
で
あ
ろ
う
か
。

「
阿
呆
た
ち
は
彼
（
キ
リ
ス
ト
、
筆
者
注
）
を
殺
し
た
後
、
世
界
中
に
大
き
い
寺

院
を
建
て
て
い
る
。
が
、
我
々
は
そ
れ
ら
の
寺
院
に
や
は
り
彼
の
歎
声
を
感
ず
る
で

あ
ろ
う
。
『
ど
う
し
て
お
前
た
ち
は
わ
か
ら
な
い
か
？
』
」
（
「
続
西
万
の
人
」
応
）

キ
リ
ス
ト
者
達
の
勝
手
気
ま
ま
な
芥
川
諭
が
述
べ
ら
れ
る
ご
と
に
、
芥
川
自
身
の
歎

声
が
「
続
西
方
の
人
」
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
「
ど
う
し
て
お
前

た
ち
は
わ
か
ら
な
い
か
？
」
と
。

こ
う
し
た
問
題
の
箇
所
を
随
所
に
持
ち
な
が
ら
、
鈴
木
秀
子
の
こ
の
論
文
に
は
、

印
象
深
い
捨
て
難
い
箇
所
も
あ
る
。

「
芥
川
龍
之
介
は
、
キ
リ
ス
ト
教
観
を
ル
ナ
ン
か
ら
、
そ
の
表
現
を
ワ
イ
ル
ド
か

ら
受
け
聖
書
の
一
行
一
行
を
忠
実
に
た
ど
り
な
が
ら
、
『
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
』
を

書
い
て
ゆ
く
。
』

こ
の
意
見
を
述
べ
た
鈴
木
秀
子
も
、
残
念
な
事
に
ル
ナ
ン
あ
る
い
は
ワ
イ
ル
ド
の

本
文
を
引
用
し
て
芥
川
の
「
西
方
の
人
」
と
の
比
較
検
討
と
い
う
方
法
は
と
っ
て
い

な
い
。
従
っ
て
こ
の
意
見
が
意
見
が
ど
の
程
度
実
証
的
裏
付
け
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
か
、
我
々
は
知
る
事
が
出
来
な
い
。

た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
加
へ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
（
「
続
西
方
の
人
」
）

「
西
方
の
人
」
に
就
い
て
は
全
て
を
言
尽
し
た
と
思
っ
て
い
て
も
、
芥
川
自
身
が
、

「
も
う
一
度
わ
た
し
の
ク
リ
ス
ト
を
描
き
加
え
た
い
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
わ
た
し

も
再
び
ペ
ン
を
取
っ
て
「
続
西
方
の
人
」
論
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
西
方
の
人
」
か
ら
「
続
西
方
の
人
」
へ
芥
川
の
意
図
し
た
も
の
は
何
か
、
そ
れ

に
就
い
て
の
見
解
は
、
既
に
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
鈴
木
秀
子
の
「
続
西
方
の
人
」

論
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
一
語
で
言
え
ば
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
と
い
う
事
で

あ
る
。
つ
ま
り
多
く
の
人
々
は
、
芥
川
が
そ
の
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
天
上
志
向
を

断
念
し
て
、
「
炉
辺
の
幸
福
」
へ
の
親
し
み
を
深
め
た
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
誰
に
と
っ
て
も
、
大
衆
へ
の
限
り
無
い
侮
辱
の
念
を

抱
い
て
芸
術
へ
の
道
を
歩
み
続
け
た
者
が
、
死
の
瞬
間
ま
で
そ
の
考
え
を
変
え
る
享

な
く
死
ん
で
ゆ
き
、
死
の
直
前
の
思
い
が
、
自
分
達
を
も
含
め
た
一
般
大
衆
へ
の
限

り
無
い
絶
望
で
あ
っ
た
と
し
て
は
、
生
残
っ
た
者
は
耐
え
難
い
。
無
責
任
に
死
ん
で

い
っ
た
者
の
意
思
に
よ
っ
て
少
し
で
も
後
に
残
っ
た
者
が
、
影
響
を
受
け
る
と
い
う

不
都
合
を
避
け
る
た
め
に
、
人
々
は
死
者
に
対
し
て
自
由
な
解
釈
を
し
た
が
る
も
の

で
あ
る
。
死
者
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
自
由
が
確
か
に
許
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
生
残
っ
た
者
に
許
さ
れ
て
い
る
権
利
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

対
象
が
死
者
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
死
者
の
適
し
た
作
品
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
う
し

た
御
都
合
主
義
の
暖
味
な
態
度
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
真
の
作
品

論
は
、
そ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
そ
の
作
者
の
意
思
を
出
来
得
る
限
り
正
確
に
把
握

す
る
事
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
続
西
方
の
人
」
に
於
い
て
も
、
芥
川
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
が
彼
の
芸
術
的
精

神
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
マ
リ
ア
が
平
和
な
日
常
生
活
を
意
味
し
て
い
る
事
は

変
わ
ら
な
い
。
芥
川
が
そ
の
最
初
の
章
を
「
再
び
こ
の
人
を
見
よ
」
で
始
め
て
い
る

の
は
、
象
徴
的
で
あ
り
、
ま
た
決
定
的
な
事
で
あ
っ
た
。
芥
川
は
最
初
か
ら
そ
も
そ
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も
マ
リ
ア
の
事
な
ど
考
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
頭
の
中
に
あ
る
の
は
、
最

初
か
ら
最
後
ま
で
常
に
変
わ
る
事
の
な
い
、
よ
り
高
い
も
の
を
求
め
て
止
ま
ぬ
キ
リ

ス
ト
の
姿
で
あ
っ
た
。
「
続
西
方
の
人
」
の
ど
こ
を
読
ん
で
も
、
我
々
は
芥
川
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
見
出
す
事
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
全
作
品
中

か
ら
、
マ
リ
ア
的
世
界
を
拒
絶
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
マ
リ
ア
的
世
界
か
ら
拒
絶
さ

れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
箇
所
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
殆
ど
引

用
し
難
い
ほ
ど
の
移
し
い
数
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
長
い
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
人
生
を
、
不
本
意
な
ま
ま
生
き
ね
ば
な

ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
殺
へ
の
勇
気
に
欠
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
限
り
な
い
絶
望

を
抱
い
た
ま
ま
死
ん
で
行
っ
た
芥
川
の
意
思
を
生
者
の
都
合
に
よ
っ
て
変
え
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
諺
石
の
人
生
観
に
裏
付
け
さ
れ
た
、
勝
手
気
ま
ま
な
「
続
西
方
の

人
」
論
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
西
方
の
人
」
「
続
西
方
の
Ｉ
Ｃ
に
就
い
て
の
正
確
な
理
解
を
妨
げ
て
い
る
の
は
、

芥
川
自
身
に
も
そ
の
理
由
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
芥
川
が
自
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
就

い
て
「
我
々
は
こ
う
い
う
事
実
に
も
お
の
づ
か
ら
彼
に
柔
い
心
臓
の
あ
っ
た
の
を
見

出
す
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
ご
と
く
に
、
キ
リ
ス
ト
の
内
部
に
弱
者
の
一
面
を

見
出
し
て
い
る
事
と
関
係
し
て
い
る
。
確
か
に
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
性
格
の

側
面
に
マ
リ
ア
的
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
の
内
部
に
そ
う
し
た
人

間
的
な
副
迎
回
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
親
し
み
を
覚
え
た
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
キ

リ
ス
ト
Ⅱ
マ
リ
ア
と
い
う
よ
う
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
最
期
に
至
る
ま
で
芥
川
の

求
め
た
も
の
が
、
マ
リ
ア
的
な
も
の
を
拒
絶
し
た
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
事
を
立
証
し

た
い
。「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
導
く
ま
ま
に
天
卜
密
一
界
に
至
ら
ん
と
す
る
キ

リ
ス
ト
の
姿
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
に
類
し
た
描
写
の
あ
る
箇
所
は
、
全
体
皆
中
中
瀞

し
い
箇
所
に
及
ん
で
い
る
。
無
論
、
そ
れ
ら
の
記
述
に
は
幾
分
の
弱
さ
を
持
っ
た
箇

所
も
見
出
す
事
が
息
出
来
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
彼
に
柔
い
心
臓
の
あ
っ
た
の

を
見
出
す
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
芥
川
が
自
己
の
キ
リ
ス
ト
に

対
し
て
人
間
的
な
暖
か
さ
を
与
え
た
結
果
で
あ
る
。
下
界
の
人
生
に
懐
か
し
さ
を
覚

え
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
大
工
の
息
子
だ
っ
た
昔
の
事
を
考
え
た
り
す
る
の
は
、
キ

リ
ス
ト
の
人
間
的
副
型
回
を
一
童
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る

も
の
」
へ
の
回
帰
、
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。「
続
西
方
の
人
」
は
、
紛
れ
も
な
く
最
期
の
芥
川
の
姿
で
あ
る
。
人
は
誰
で
も
キ

リ
ス
ト
の
中
に
彼
自
身
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
の
内
部
に
自
己
を
見
出

し
て
い
る
と
告
曰
す
る
芥
川
の
心
情
は
、
真
実
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
も
し
、

芥
川
が
「
続
西
方
の
人
」
に
於
い
て
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
を
示
し
た
な
ら
ば
、

「
続
西
方
の
人
」
の
内
部
の
キ
リ
ス
ト
は
、
マ
リ
ァ
の
よ
う
に
「
永
遠
に
守
ら
ん
と

す
る
も
の
」
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
続
西
方
の
人
」
は
、

そ
の
全
文
脈
に
於
い
て
徹
底
的
に
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
か
ら
離
れ
た
存

在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
を
「
続
西
方
の
人
」
の
章
に
よ
っ
て
示

す
と
、
「
１
，
３
，
５
，
６
，
７
，
８
，
９
、
、
、
⑫
、
焔
、
Ⅳ
、
出
、
別
、
配
」

と
な
り
、
こ
れ
ら
の
中
に
於
い
て
は
直
接
に
キ
リ
ス
ト
が
聖
霊
の
子
で
あ
る
こ
と
、

「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
そ
の
も
の
で
あ
る
事
を
語
っ
て
い
る
箇
所
も
少
な

く
な
い
。

無
論
、
「
続
西
方
の
人
」
の
木
文
中
に
あ
っ
て
は
、
鈴
木
秀
子
の
指
摘
に
も
あ
る

よ
う
に
、
多
少
と
も
マ
リ
ア
的
要
素
を
持
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
描
か
れ
て
い
る
場
面
を

見
出
だ
す
事
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
の
ど
の
場
面
を
見
て
も
、
天
上
世
界

を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
の
心
の
中
の
、
人
間
的
優
し
さ
あ
る
い
は
弱
さ
と
い
っ
た
程
度

の
問
題
で
あ
り
、
絶
対
に
キ
リ
ス
ト
自
身
の
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
で
は
な
い
。

そ
の
場
面
を
試
み
に
全
て
引
用
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
引
用
は
全
部
で
五
箇
所
で
あ
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り
、
先
の
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
対
し
て
忠
誠
を
誓
う
キ
リ
ス
ト
の
描

写
か
ら
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
数
は
驚
く
程
少
な
い
。

（
１
）
二
コ
の
伝
え
た
ク
リ
ス
ト
は
輻
空
丞
去
霧
的
に
生
き
生
き
し
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
は
そ
こ
に
ク
リ
ス
ト
と
橿
羊
し
、
ク
リ
ス
ト
を
抱
き
－
さ
ら
に
多
少
の
誇
張
さ
え
す

れ
ば
、
ク
リ
ス
ト
の
髭
の
匂
い
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
２
「
彼
の
保
銅
距
聖
己
）

（
２
）
「
し
か
し
ク
リ
ス
ト
の
無
抵
抗
主
義
は
何
か
さ
ら
に
柔
か
で
あ
る
。
静
か
に

眠
っ
て
い
る
雪
の
よ
う
に
冷
や
や
か
で
は
あ
っ
て
も
柔
ら
か
で
あ
る
。
」
（
４
「
無

抵
抗
主
義
者
」
）

（
３
）
「
ク
リ
ス
ト
は
＋
今
祷
宋
に
か
か
る
前
に
彼
の
蕾
零
丁
た
ち
の
足
を
あ
ら
っ
て
や
っ

た
。
『
ソ
ロ
モ
ン
よ
り
も
大
い
な
る
も
』
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
任
じ
て
い
た
ク
リ
ス

ト
の
こ
う
い
う
謙
遜
を
示
し
た
の
は
我
々
を
動
か
さ
ず
に
は
措
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
の
弟
子
た
ち
に
教
訓
を
与
え
る
た
め
で
は
な
い
。
彼
も
彼
ら
と
変
わ
ら
な

い
『
人
の
子
』
だ
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
た
め
に
お
の
ず
か
ら
こ
う
い
う
所
業
を
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
」
（
ｕ
「
あ
る
時
の
ク
リ
ス
ト
」
）

（
４
）
「
弟
子
た
ち
の
足
さ
え
洗
っ
て
や
っ
た
ク
リ
ス
ト
は
も
ち
ろ
ん
マ
リ
ア
の
足

も
と
に
ひ
れ
伏
し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
（
、
「
あ
る
時
の
ク
リ
ス
ト
」
）

（
５
）
「
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
は
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
事
実
上
禿
戚
で
あ

る
。
》
」
の
事
実
を
鎚
理
燗
し
た
の
は
『
進
が
醍
諭
』
の
薯
著
ダ
ァ
ウ
イ
ン
だ
っ
た
。
彼
ら

は
今
後
も
地
衣
類
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
地
上
に
生
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
焔

「
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
」
）

ま
ず
（
１
）
の
引
用
に
見
ら
れ
る
鈩
靭
分
、
「
マ
コ
の
伝
え
た
ク
リ
ス
ト
は
頚
実
主

義
的
に
生
き
生
き
し
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
に
就
い
て
で
あ
る
が
、
確
か
に
現
実
主

義
的
に
生
き
る
の
は
、
マ
リ
ア
的
世
界
に
生
き
る
者
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
し
か
し
こ
こ
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
実
主
義
は
、
そ
の
よ
う
な
事
を
言
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。

芥
川
は
単
に
四
人
の
伝
記
作
家
の
中
に
於
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
だ
け
が
一
人
他
の
三
人

と
孤
立
し
て
お
り
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
の
描
写
に
於
い
て
、
著
し
い
違
い
を
見
せ
て
い

る
事
を
言
い
た
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
マ
コ
の
伝
え
た
キ
リ
ス
ト
が
現

実
主
義
的
で
生
き
生
き
し
て
い
る
と
言
う
の
は
、
芥
川
の
聖
書
を
読
ん
だ
後
の
単
純

な
印
象
批
評
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
深
い
意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
に
就
い
て
は
、
も
と
も
と
強
い
意
味
は
存
在
し
な
い
。
「
無
抵
抗
主
義
者
」

の
４
章
全
体
が
、
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
印
曇
批
評
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
か
。

ペ
テ
ロ
に
向
か
っ
て
は
、
「
鶏
が
鳴
く
前
に
、
三
度
わ
た
し
を
知
ら
な
い
と
言
う

だ
ろ
う
。
」
（
マ
タ
イ
伝
妬
・
盤
）
と
言
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
ユ
ダ
を
指
差
し

て
、
「
あ
な
た
が
た
の
う
ち
の
一
人
が
私
を
裏
切
ろ
う
と
し
て
い
る
」
ニ
タ
イ
伝

妬
・
皿
）
と
発
言
し
た
キ
リ
ス
ト
の
心
は
、
さ
ぞ
か
し
冷
た
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
冷
え
き
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
心
を
示
す
の
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
を
持
っ
て
き

て
い
る
事
か
ら
も
芥
川
の
捉
え
た
キ
リ
ス
ト
像
は
、
そ
れ
ほ
ど
冷
た
い
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
中
途
半
端
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る

芥
川
の
気
持
ち
は
、
「
雪
の
よ
う
に
冷
や
か
で
あ
っ
て
も
柔
か
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
の
中
に
、
意
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
。
従
っ
て
「
冷
や
や
か
さ
」
と

「
軟
か
さ
」
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
語
か
ら
成
っ
て
い
る
、
（
２
）
の
引
用
部
分

全
体
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
い
。

（
３
）
あ
る
い
は
（
４
）
の
、
「
弟
子
た
ち
の
足
を
洗
っ
て
や
っ
た
」
キ
リ
ス
ト
の

謙
遜
と
、
そ
の
謙
遜
の
原
因
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
自
身
の
「
人
の
子
」
と
し
て
の
自

覚
の
部
分
と
、
そ
れ
に
続
く
「
平
和
に
至
る
道
は
何
び
と
も
ク
リ
ス
ト
よ
り
も
マ
リ

ア
に
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
部
分
と
は
、
そ
の
前
後
論
理
的
に
結
び
つ
か
な
い

よ
う
に
思
え
る
が
、
続
く
「
弟
子
た
ち
の
足
で
さ
え
洗
っ
て
や
っ
た
ク
リ
ス
ト
は
も

ち
ろ
ん
マ
リ
ア
の
足
も
と
に
ひ
れ
伏
し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
芥
川
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の
解
説
に
至
っ
て
、
全
て
が
了
解
さ
れ
る
。

芥
川
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
常
に
つ
丞
速
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
の
側
に
あ
っ

て
、
「
詩
的
正
義
」
の
た
め
に
戦
い
続
け
た
戦
士
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
強
い
意
志

に
基
づ
い
て
行
動
し
続
け
た
キ
リ
ス
ト
も
死
の
直
前
に
な
っ
て
、
既
に
こ
の
多
く
を

失
っ
て
い
た
人
間
的
側
面
を
取
戻
し
た
。
少
な
く
と
も
芥
川
自
身
は
、
そ
う
考
え
た

か
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

確
か
に
こ
の
場
面
に
於
い
て
あ
る
者
は
、
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
を
見
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
自
身
は
、
キ
リ
ス
ト
が
死
の
直
前
に
於
い
て
他
者
に
示
し

た
、
意
識
的
に
自
己
を
低
く
し
た
彼
の
人
間
性
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

何
故
な
ら
作
者
自
ら
が
、
そ
の
直
後
に
「
お
前
た
ち
は
も
う
綺
麗
に
な
っ
た
」
ヨ

ハ
ネ
帽
。
１
．
．
．
３
）
と
い
う
高
か
き
を
求
め
て
止
ま
ぬ
、
キ
リ
ス
ト
の
完
全
な
る
勝

利
を
示
す
言
葉
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
５
）
の
引
用
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
マ
リ
ア
的
な
も
の
の
不
滅
を
断
言
し
た
箇
所

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
聖
霊
に
導
か
れ
た
も
の
の
衰
退
を
意
味
し
な
い
。

「
サ
ド
カ
イ
の
徒
や
パ
リ
サ
イ
の
徒
」
の
蛆
章
全
体
の
文
意
は
、
強
い
て
言
う
な
ら

ば
、
芸
術
生
活
よ
り
も
日
常
生
活
の
方
が
、
そ
の
生
存
に
於
い
て
は
強
者
で
あ
る
と

い
う
事
で
あ
る
。

以
上
多
く
の
引
用
す
る
事
に
な
っ
た
が
、
結
局
「
続
西
方
の
人
」
を
構
成
し
て
い

る
の
は
、
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
に
忠
誠
を
誓
う
聖
霊
の
子
と
し
て
の
キ

リ
ス
ト
の
変
わ
る
事
の
な
い
姿
で
あ
る
。
も
し
「
続
西
方
の
人
」
の
本
文
中
に
あ
っ

て
「
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
」
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ク
リ

ス
ト
を
把
握
す
る
芥
川
が
、
そ
の
精
神
に
於
い
て
、
独
歩
と
同
じ
よ
う
に
あ
ま
り
に

「
軟
ら
か
い
心
臓
」
を
持
っ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

聖
書
の
中
の
キ
リ
ス
ト
を
求
め
る
芥
川
の
視
線
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
徹
頭
徹

尾
、
自
己
の
精
神
生
活
の
分
身
で
あ
る
、
聖
霊
の
子
供
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
上
に
注

が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
芥
川
が
、
死
の
直
前
に
於
い
て

も
絶
対
に
下
界
の
人
生
に
懐
か
し
さ
を
覚
え
な
か
っ
た
事
が
判
明
す
る
は
ず
で
あ
る
。

彼
の
視
線
は
い
つ
も
「
天
に
近
い
山
の
上
」
の
、
し
か
も
「
氷
の
よ
う
に
澄
ん
だ
日

の
光
の
中
」
に
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
し
芥
川
の
意
思
が
、
「
深
い
谷
の
底
」
の
「
柘
榴
や
無
花
果
」
の
素
晴
ら
し
さ

を
称
え
て
い
る
と
し
た
１
と
い
う
事
は
、
芥
川
が
生
を
賛
美
し
て
い
た
ら
と
い
う
事

で
あ
る
が
、
芥
川
自
身
の
自
殺
は
最
大
の
自
己
矛
盾
と
い
う
事
に
な
る
。
作
者
自
身

の
自
殺
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
、
間
違
い
も
な
く
芥
川
の
意
思
が
「
天
に
近
い
山

の
上
」
の
「
氷
の
よ
う
に
澄
ん
だ
日
の
光
り
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
事
を
証
明
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

「
多
感
な
少
年
の
日
に
、
母
の
喪
失
を
い
た
ま
し
い
か
た
ち
で
経
験
し
た
芥
川
が
、

母
に
呼
び
か
け
た
戦
場
の
兵
士
の
よ
う
に
、
死
を
前
に
し
て
、
心
の
底
か
ら
ク
リ
ス

ト
に
託
し
た
叫
び
声
は
、
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

『
続
西
方
の
人
』
が
、
芥
川
の
他
の
作
品
と
質
を
異
に
す
る
と
私
が
考
え
る
の
は
、

『
母
な
る
も
の
へ
の
芥
川
の
心
情
の
傾
斜
』
を
こ
の
作
に
読
み
と
ら
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
鈴
木
秀
子
「
続
西
方
の
人
」
論
）

上
記
の
一
文
が
、
鈴
木
秀
子
の
「
西
方
の
人
」
論
の
結
論
の
部
分
で
あ
る
が
、
し

か
し
こ
の
結
論
を
導
き
出
す
た
め
の
操
作
、
い
う
な
れ
ば
論
理
的
追
及
が
論
文
中
に

於
い
て
は
、
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鈴
木
秀
子
が
最
後
の
芥

川
に
対
し
て
、
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
た
と
こ
ろ
の
芥
川
像
、
「
戦
場
の
兵
士

の
よ
う
に
」
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
救
い
を
求
め
た
と
い
う
芥
川
は
、
単
に
鈴
木
自
身

の
観
念
の
内
部
に
生
き
て
い
る
芥
川
で
あ
っ
て
、
芥
川
龍
之
介
の
実
体
と
は
関
係
な

い
。
こ
の
「
続
西
方
の
人
」
論
を
終
わ
る
に
あ
っ
て
は
、
私
目
易
か
強
い
不
満
を
持
っ

た
鈴
木
秀
子
の
「
続
西
方
の
人
」
論
に
対
し
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
事
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
鈴
木
は
「
西
方
の
人
」
執
筆
直
前
の
創
作
者
と
し
て
の
芥
川
の
精
神
状
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態
に
就
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

（
１
）
「
作
者
自
身
が
『
続
西
方
の
人
』
の
評
価
に
就
い
て
全
く
気
に
し
て
い
な
い
。
」

（
２
）
「
自
分
の
好
き
な
作
品
を
書
こ
う
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。
」

（
３
）
「
作
者
は
自
分
の
精
神
内
部
の
『
軟
か
い
心
臓
』
の
鼓
動
を
、
『
続
西
方
の

人
』
を
介
し
て
人
々
に
伝
え
た
か
っ
た
。
」

（
４
）
「
キ
リ
ス
ト
に
向
け
ら
れ
た
芥
川
の
態
度
の
変
化
、
あ
る
い
は
マ
リ
ア
に
向

け
ら
れ
た
作
者
の
視
線
の
変
化
」

（
１
）
、
（
２
）
に
就
い
て
は
、
芥
川
自
身
が
こ
の
種
の
意
味
の
発
言
を
し
て
い
る

の
で
、
別
に
こ
れ
と
い
っ
て
問
題
は
な
い
。
（
「
続
西
方
の
人
」
１
再
び
こ
の
人
を

見
よ
、
「
芸
術
そ
の
他
」
）

し
か
し
（
３
）
に
就
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
「
独
歩
は
鋭
い
頭
脳
を
持
っ
て

い
た
。
同
時
に
又
柔
ら
か
い
心
臓
を
持
っ
て
い
た
」
（
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸

的
な
」
国
木
田
独
歩
）
と
い
う
一
節
を
全
く
唐
突
に
取
出
し
て
き
て
、
「
続
西
方
の

人
」
の
精
神
内
部
を
照
ら
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
（
４
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
で
は
な
く
て
、
マ
リ

ア
で
あ
る
。
マ
リ
ア
を
描
く
芥
川
の
筆
が
、
ど
れ
ほ
ど
親
し
さ
に
満
ち
て
い
よ
う
と

も
、
そ
の
よ
う
な
事
は
関
係
な
い
。
「
続
西
方
の
人
」
は
、
キ
リ
ス
ト
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
マ
リ
ア
の
位
置
が
ど
れ
ほ
ど
変
わ
ろ
う
と
も
、
キ
リ
ス
ト
の
中
に

変
化
を
見
出
せ
な
い
限
り
、
「
続
西
方
の
人
」
の
主
題
に
変
化
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
論
理
と
い
う
よ
り
も
暗
示
的
意
見
の
後
で
、
突
然
次
の

よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。

「
『
続
西
方
の
人
』
が
芥
川
の
生
涯
の
全
作
品
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
の
は
、
『
続
西
方
の
人
』
で
初
め
て
、
芥
川
は
、
無

意
識
の
う
ち
に
、
は
げ
し
く
『
母
な
る
も
の
へ
の
傾
斜
』
を
し
め
し
て
い
る
点
に
あ

る
。
」
も
し
芥
川
が
「
母
な
る
も
の
へ
り
傾
斜
」
を
し
め
し
て
い
る
な
ら
、
当
然
の

こ
と
と
し
て
「
続
西
方
の
人
」
の
中
の
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
「
永
遠
に
守
ら
ん
と
す
る

も
の
」
に
向
か
っ
て
回
帰
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に

「
続
西
方
の
人
」
の
本
文
中
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
キ
リ
ス
ト
の
地
上
へ
の
帰
還

を
意
味
す
る
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
鈴
木
秀
子
も
こ
の
事
実
を
無
意
識
狸
に
知
っ
た

の
か
、
キ
リ
ス
ト
の
地
上
へ
の
帰
還
と
い
う
よ
う
な
文
章
は
差
控
え
た
よ
う
で
あ
る
。

鈴
木
は
、
自
身
が
示
し
た
テ
ー
ゼ
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
キ
リ
ス
ト
の
中
に
見
出

せ
な
か
っ
た
結
果
、
そ
の
根
拠
を
「
西
方
の
人
」
と
「
続
西
方
の
人
」
の
両
作
品
に

於
け
る
、
マ
リ
ア
の
描
写
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。
確
か
に
両
作
品
に
於
け
る
、
マ

リ
ア
を
描
く
作
者
の
視
線
は
移
動
し
て
い
る
。
し
か
し
再
度
断
っ
て
お
け
ば
、
マ
リ

ア
は
い
か
に
変
化
し
よ
う
と
飽
く
ま
で
も
マ
リ
ア
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
と
は
な
り
え

な
い
。
さ
ら
に
「
続
西
方
の
人
」
に
あ
っ
て
は
マ
リ
ア
が
い
か
に
変
わ
ろ
う
と
も
、

そ
の
本
質
が
「
永
遠
に
守
わ
ん
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
も
断
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

聖
霊
の
意
思
を
受
入
れ
て
キ
リ
ス
ト
を
生
ん
だ
マ
リ
ア
は
、
既
に
キ
リ
ス
ト
の
母

で
あ
る
と
い
う
事
実
に
於
い
て
、
そ
の
内
部
に
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
を

内
在
さ
せ
て
い
る
、
と
説
く
鈴
木
秀
子
の
考
え
は
確
か
に
独
創
的
で
は
あ
る
が
、
論

理
的
考
証
の
裏
付
け
を
持
た
な
い
故
に
、
芥
川
の
操
作
に
よ
っ
て
成
っ
た
「
続
西
方

の
人
」
と
全
く
関
係
な
い
一
意
見
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
－
我
々
は
エ
マ
オ
の
旅
び
と
た
ち
の
よ
う
に
我
々
の
心
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
ク

リ
ス
ト
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
「
続
西
方
の
人
」
の
最

後
の
一
行
が
、
芥
川
が
死
の
直
前
に
万
感
を
こ
め
て
書
残
し
た
、
文
字
通
り
最
後
の

キ
リ
ス
ト
へ
の
思
い
で
あ
る
と
い
う
事
に
は
異
論
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
一
行
に
対
し
て
鈴
木
秀
子
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
た
。

「
こ
の
エ
マ
オ
の
ク
リ
ス
ト
は
、
い
か
め
し
く
裁
き
の
座
に
つ
く
父
な
る
神
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
や
さ
し
く
大
地
を
つ
つ
む
母
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」

こ
の
最
後
の
見
解
が
、
芥
川
の
意
図
と
は
懸
け
離
れ
た
鈴
木
秀
子
の
観
念
の
中
に

8３



琉球大学教育学部紀要第37集Ⅱ

参
考
文
献

＊
「
芥
川
龍
之
介
全
集
」

＊
「
現
代
の
エ
ス
プ
リ
」

晩
年
の
芥
川
は
、
何
一
つ
心
の
拠
り
所
を
持
つ
事
な
く
、
虚
無
と
失
意
の
果
て
に

死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
今
日
、
我
々
に
何
か
し
ら
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い

る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
芥
川
が
味
わ
っ
た
白
々
し
い
虚
無
感
を
、
我
々
自
身
が
い
か

に
埋
め
る
か
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
真
実
自
殺
直
前
の
芥
川
の
精
神
状
態
は
「
海
に

出
て
木
枯
帰
る
と
こ
ろ
な
き
」
（
山
口
哲
子
）
と
歌
っ
た
俳
人
よ
り
も
む
し
ろ
虚
無

的
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

存
在
し
て
い
る
、
鈴
木
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
型
の
芥
川
像
の
｛

き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
到
底
承
服
し
難
い
意
見
と
言
え
よ
う
。

＊
「
明
治
大
正
文
学
の
研
究
」
（
「
明
治
書
』

＊
「
批
評
と
研
究
、
芥
川
龍
之
介
」
（
「
芳
麺

＊
「
新
約
聖
書
」
（
「
日
本
聖
書
協
会
編
」
）

＊
「
芥
川
龍
之
介
と
太
宰
治
」
（
「
解
釈
と
鑑
》

＊
「
芥
川
龍
之
介
と
大
正
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」

＊
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
」
（
「
角
川
文
庫
」
）

＊
「
芥
川
寵
之
介
」
（
「
新
潮
社
」
吉
田
精
一
）

＊
「
芥
川
龍
之
介
の
手
帳
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
灯
・
皿
）

＊
「
芥
川
龍
之
介
の
世
界
」
（
「
法
政
大
学
出
版
」
駒
尺
喜
美
）

＊
「
芥
川
髄
之
介
研
究
」
（
「
明
治
大
正
文
学
研
究
、
ｕ
号
」
声

鈴
木
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
型
の
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の
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て
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「
角
川
書
店
」
１
巻
・
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介
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」
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。
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１
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ｕ
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