
肯
定
し
、
探
り
続
け
る
こ
と

―
―
梅
崎
春
生
「
蜆
」
論

渡

部

裕

太

１
、
は
じ
め
に

梅
崎
春
生
「
蜆
」
は
、
一
九
四
七
年
一
二
月
、「
文
学
会
議
」
に
発
表
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
。
簡
単
に
作
品
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

こ
の
作
品
に
は
、「
僕
」
と
あ
る
「
男
」
と
の
、
四
度
に
わ
た
る
偶
然
の

出
会
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

あ
る
寒
い
日
、
酒
に
酔
っ
た
「
僕
」
が
、
省
線
電
車
で
ひ
と
り
の
「
男
」

と
出
会
う
。
外
套
を
売
っ
て
酒
に
換
え
た
「
僕
」
に
、
そ
の
「
男
」
は
自
分

の
着
て
い
た
外
套
を
渡
す
。
数
日
後
、
ふ
た
た
び
「
僕
」
と
「
男
」
は
、
今

度
は
バ
ス
停
で
邂
逅
す
る
。「
僕
」
が
着
て
い
た
「
男
」
の
外
套
に
つ
い
て

話
し
な
が
ら
、
ふ
た
り
は
終
点
ま
で
同
じ
バ
ス
に
乗
っ
て
い
く
。
そ
れ
か
ら

一
週
間
程
し
て
、
三
度
ふ
た
り
は
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
は
「
僕
」

は
渋
谷
駅
で
泥
酔
し
て
眠
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
「
男
」
は
「
僕
」

か
ら
外
套
を
剝
ぎ
取
っ
て
、
ふ
た
た
び
自
分
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
二

三
日
経
っ
て
四
度
目
に
遭
遇
し
た
と
き
、「
男
」
の
様
子
は
そ
れ
ま
で
と
は

変
わ
っ
て
い
た
。
ふ
た
り
は
喫
茶
店
に
は
い
り
、「
男
」
は
こ
の
数
日
に
あ
っ

た
「
面
白
い
話
」、
つ
ま
り
「
僕
」
か
ら
剝
ぎ
取
っ
た
外
套
を
着
た
「
男
」

が
、
満
員
電
車
か
ら
転
が
り
落
ち
た
「
お
っ
さ
ん
」
を
み
た
こ
と
で
、
偽
善

的
だ
っ
た
自
身
の
生
き
様
を
反
転
さ
せ
、
闇
屋
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
を

「
僕
」
に
語
り
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、「
蜆
」
の
梗
概
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
複
雑
な
語
り
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。作
品
全
体
と
し
て
は
、

冒
頭
、「
男
」
と
出
会
う
場
面
を
「
僕
」
が
回
顧
し
て
語
り
は
じ
め
る
。
た

だ
し
、
作
品
の
半
ば
か
ら
「
男
」
の
長
い
台
詞
が
続
き
、
し
ば
ら
く
「
男
」

が
「
僕
」
に
一
人
称
で
語
る
、
と
い
う
形
式
に
な
る
。
そ
の
「
男
」
の
語
り

も
、
数
日
前
に
船
橋
に
行
っ
た
と
き
の
話
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
途
中
に
「
会

社
に
勤
め
て
い
た
時
」
の
解
散
式
の
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
差
し
挟
ま
れ
、

「
僕
」
と
の
邂
逅
が
「
男
」
視
点
か
ら
語
り
直
さ
れ
、
電
車
内
で
経
験
し
た

話
、
自
宅
に
帰
っ
た
後
の
話
が
続
き
、
最
後
に
は
「
浅
墓
な
善
意
や
義
俠
心

を
胸
か
ら
締
出
し
て
、
俺
は
生
き
て
行
こ
う
と
そ
の
時
思
っ
た
の
だ
」
と
、

「
男
」
の
決
意
が
語
ら
れ
る
、
と
い
う
錯
綜
し
た
構
造
で
あ
る
。「
男
」
の

台
詞
が
終
わ
る
と
語
り
手
は
「
僕
」
に
戻
り
、
し
ば
ら
く
経
っ
た
あ
と
の

「
男
」
の
外
套
の
「
黄
六
角
の
釦
」
の
顛
末
が
語
ら
れ
て
物
語
が
閉
じ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
語
り
手
の
変
転
に
加
え
、「
僕
」
自
体
が
ど
の
よ
う
に
生

き
て
い
る
の
か
が
作
中
ほ
ぼ
示
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、「
蜆
」
と
い
う

作
品
世
界
か
ら
、語
り
手
「
僕
」
を
読
み
出
す
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
複
雑
さ
か
ら
か
、「
蜆
」
は
こ
れ
ま
で
、
梅
崎
春
生
の
思
想
の
、

あ
る
い
は
敗
戦
後
日
本
の
思
想
の
表
象
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。

古
閑（
１
）章は
、
梅
崎
の
エ
ッ
セ
イ
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
就（
２
）て」
が
「「
蜆
」
の

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
口
先
だ
け
の
善
意
な
ど
無
力
で
あ

り
、
悪
に
徹
す
る
生
き
方
の
自
覚
に
こ
そ
、
戦
後
世
界
を
前
進
さ
せ
る
哲
学

が
あ
る
。�
欺
瞞
の
否
定
と
し
て
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
肯
定
�
―
―
こ
れ
は
あ

る
意
味
で
は
、
坂
口
安
吾
の
「
堕
落
論
」（『
新
潮
』
昭
２１
・
４
）
の
主
調
音

で
も
あ
っ
た
」
と
、
坂
口
安
吾
と
梅
崎
の
思
想
と
を
結
び
つ
け
る
。
さ
ら
に
、

作
中
の
「
男
」
か
ら
「「
羅
生
門
」
の
下
人
の
姿
が
彷
彿
さ
せ
ら
れ
る
」
と

し
、「
両
作
は
と
も
に
、
小
説
の
設
定
と
し
て
の
社
会
的
混
乱
や
人
心
の
乱

れ
に
、
現
在
及
び
将
来
の
�
飢
え
�
の
一
項
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に

主
人
公
の
心
理
の
変
化
（
悪
〈
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉
の
逡
巡
か
ら
悪
の
肯
定
）
を

大
胆
に
展
開
し
た
作
品
世
界
を
現
出
し
え
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

三
浦
和（
３
）尚は
、「
時
間
的
な
流
れ
が
「
僕
」
と
「
俺
」
で
交
錯
す
る
」
こ

と
、語
り
手
が
「
途
中
完
全
に
「
俺
」
に
取
っ
て
代
わ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
の
結
果
「
プ
ロ
ッ
ト
自
体
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
」
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
「「
俺
」
が
た
ど
り
着
い
た
思
念
は
お
そ
ら

く
、
人
間
の
無
意
識
の
な
か
に
あ
る
悪
意
の
認
定
で
あ
り
、
本
質
的
な
善
意

の
否
定
で
あ
る
」
と
論
じ
、「
こ
う
い
っ
た
現
実
認
識
・
人
間
認
識
は
戦
後

と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
は
特
に
珍
し
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
」
と
評
す

る
。
太
宰
治
や
坂
口
安
吾
を
例
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
ら
が
「
戦
争
を
経
た

日
本
人
の
共
通
す
る
意
識
の
代
弁
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

戸
塚
麻（
４
）子は
、古
閑
も
参
照
し
た
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
就
て
」
を
再
検
討
し
、

梅
崎
は
「
絶
対
的
な
物
資
の
欠
乏
、
特
に
食
料
不
足
と
い
う
、
戦
中
と
は
ま

た
異
な
っ
た
新
た
な
極
限
状
態
の
中
で
、
人
が
餓
死
す
る
こ
と
な
く
生
存
を

保
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
例
外
な
く
他
人
の
犠
牲
の
上
に
成
立
し
て

い
る
の
だ
」
と
考
え
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
他
人
の
犠
牲
の

上
」
に
生
活
す
る
よ
う
な
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
「
贋
」
で

あ
る
と
意
識
し
て
い
た
と
し
、「
単
純
な
二
項
対
立
、
す
な
わ
ち
、
エ
ゴ
イ

ズ
ム
否
定＝

「
僞
者
」
に
対
し
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
肯
定＝

「
眞
者
」
と
い
う
図

式
」
が
梅
崎
の
認
識
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
、「
蜆
」
に
は
そ
の
「
図
式
」

を
具
体
化
し
た
「
生
の
あ
り
方
」
が
展
開
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
戸
塚

は
、「
僕
」
が
「
絶
望
を
「
退
屈
」
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
処

す
る
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
し
、「
こ
の
よ
う
な
語
り
手
を
設
定
す
る
こ

と
の
中
に
は
「
僕
」
の
そ
れ
よ
り
一
層
ね
じ
れ
た
、
作
者
の
高
次
の
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
」
と
す
る
。「
こ
の
世
の
現
実
を
そ
れ
と
し
て
諦
め

る
こ
と
」
も
、「
他
人
や
社
会
と
の
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
、
即
ち
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
を
克
服
す
る
こ
と
」
も
出
来
な
い
梅
崎
の
「
高
次
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム＝

イ

ロ
ニ
ー
」
が
、「
蜆
」
を
規
定
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

戸
塚
の
作
家
論
的
な
読
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
藤
原
耕（
５
）作は
「〈
倫
理
〉

と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
た
と
き
、
私
は
む
し
ろ
逆
に
、「（
６
）虹」
の
方
が
多
く

の
可
能
性
を
蔵
し
た
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
、「
蜆
」
の
結
末
部
は
そ
の
可

能
性
を
矮
小
化
す
る
方
向
に
あ
る
と
考
え
る
」
と
批
判
し
た
。
古
閑
、
三
浦

と
同
じ
く
坂
口
安
吾
と
の
共
通
性
を
挙
げ
、「
梅
崎
文
学
に
お
け
る
〈
倫
理
〉

の
問
題
は
、「
堕
落
論
」
に
お
け
る
そ
れ
と
、
き
わ
め
て
本
質
的
な
と
こ
ろ

で
交
差
し
て
い
る
」
と
し
て
、
生
き
る
た
め
の
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
肯
定
を

梅
崎
文
学
の
本
質
と
評
し
た
。
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日
常
的
な
倫
理
観
と
い
う
「
壁
」
を
乗
り
越
え
、
善
悪
未
分
の
混
沌

へ
と
身
を
投
げ
る
行
為
は
、
確
か
に
「
闇
屋
」
に
身
を
落
と
す
結
果

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
生
の
現
実
か
ら
遊
離

し
て
し
ま
っ
た
モ
ラ
ル
を
、
も
う
一
度
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
た
と
え
実
を
結
ぶ
可
能
性
が
少
な
い
に
し
て

も
、「
奈
落
」
へ
と
身
を
投
げ
、
善
悪
未
分
の
混
沌
を
く
ぐ
り
抜
け

る
覚
悟
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
単
純
に
「
平
凡
な
闇
屋
」
に

な
る
行
為
だ
と
矮
小
化
す
る
こ
と
は
、
悪
し
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
だ
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
倫
理
〉
を
根
柢
か
ら
鍛
え
直
す
機
会
を

奪
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

「
蜆
」
の
結
末
部
で
「
私
」
が
男
を
評
し
た
「
平
凡
な
闇
屋
」
と
い
う
こ

と
ば
を
藤
原
は
取
り
上
げ
、「
悪
し
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
だ
と
断
じ
て
い
る
。

登
場
人
物
に
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
を
読
み
込
み
、
作
品
の
主
題
に
「
エ
ゴ
イ

ズ
ム
」
の
肯
定
を
置
く
こ
れ
ら
の
読
み
は
、
確
か
に
終
戦
後
の
日
本
の
雰
囲

気
を
反
映
し
た
読
解
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
一
方
で
、
分
析
の
対

象
は
「
男
」
の
語
り
と
そ
の
内
容
に
集
中
し
、本
来
の
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」

へ
の
分
析
は
戸
塚
が
わ
ず
か
に
、
作
家
梅
崎
春
生
と
重
ね
合
わ
せ
る
形
で

行
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

作
品
全
体
の
語
り
手
「
僕
」
が
、
ど
う
や
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
の
か

描
か
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、「
僕
」
自
身
が
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
肯
定
を

行
い
な
が
ら
生
き
る
よ
う
な
描
写
が
一
切
無
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
男
」
の
話
が
焦
点
化
さ
れ
、
そ
の
告
白
の
内
容
が
作

品
の
主
題
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
蜆
」
の
語
り
の
構
造
を
検
討
し
な
が
ら
、
そ
こ
に

隠
さ
れ
た
「
僕
」
に
よ
る
統
制
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

２
、
語
り
の
構
造

「
蜆
」
は
、「
そ
の
夜
僕
も
酔
っ
て
い
た
が
、
あ
の
男
も
酔
っ
て
い
た
と

思
う
。」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
、「
黄
六
角
の
釦
」
を
下
宿
の
子
供
が

「
お
弾
き
に
し
て
遊
ん
で
い
る
の
を
二
三
度
見
か
け
た
が
、
こ
の
頃
は
見
な

い
よ
う
で
あ
る
。
も
う
飽
き
た
ん
だ
と
思
う
。」
と
記
述
し
て
終
わ
る
。
作

品
全
体
が
「
僕
」
の
回
想
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

こ
の
物
語
の
構
造
が
複
雑
に
み
え
る
の
は
、
途
中
に
「
男
」
の
語
り
が
差

し
挟
ま
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
三
浦
が
指
摘
し
た
と
お
り
語
り
手
が
「
途
中
完

全
に
「
俺
」
に
取
っ
て
代
わ
る
」
の
だ
と
読
ま
れ
て
き
た
。
確
か
に
作
品
全

体
の
文
量
の
約
半
分
は
、「
俺
」
を
一
人
称
と
し
た
「
男
」
の
語
り
を
直
接

話
法
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。だ
が
、そ
の
「
男
」
の
語
り
が
「
僕
」
に
よ
っ

て
回
想
さ
れ
、
語
り
直
さ
れ
て
い
る
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
語
り
手
が
「
僕
」
か
ら
「
俺
」
へ
と
変
わ
る
、
そ
の
箇
所

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

男
が
行
こ
う
と
い
う
の
で
僕
も
連
れ
立
っ
て
街
角
の
喫
茶
店
に
入
っ

た
。
珈
琲
を
注
文
し
な
が
ら
僕
が
聞
い
た
。

「
翌
日
船
橋
に
行
く
と
言
っ
て
た
が
、
行
っ
た
の
か
ね
」

「
行
っ
た
よ
。
話
は
其
処
か
ら
始
ま
る
ん
だ
」
と
彼
が
答
え
た
。
以
下

が
珈
琲
を
す
す
り
な
が
ら
彼
が
物
語
っ
た
話
で
あ
る
。
―
―
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「
以
下
が
珈
琲
を
す
す
り
な
が
ら
彼
が
物
語
っ
た
話
で
あ
る
」
と
い
う
記

述
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
後
に
続
く
鉤
括
弧
付
き
の
彼
の
長
い
語
り
を

「
僕
」
が
回
想
と
し
て
再
構
築
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。「
蜆
」

と
い
う
物
語
が
全
体
と
し
て
回
想
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
以
上
、

こ
の
「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
も
ま
た
「
僕
」
と
い
う
語
り
手
に
よ
る
物

語
の
一
部
で
あ
り
、
会
話
文
体
で
書
か
れ
な
が
ら
も
、「
僕
」
に
よ
る
編
集

を
免
れ
得
な
い
語
り
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
端
的
に
表
す
の
が
、「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
の
な
か
に
登
場

す
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

あ
の
の
ん
び
り
し
た
声
だ
っ
た
。
ど
っ
と
笑
い
声
が
起
っ
た
。
俺
の

近
く
で
も
皆
笑
っ
た
。
就
中
あ
の
女
は
（
お
っ
さ
ん
に
代
っ
て
貰
っ
た

あ
の
娘
だ
）
キ
イ
キ
イ
と
金
属
的
な
笑
い
声
を
立
て
て
笑
い
こ
け
た
の

だ
。

「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
は
、
会
話
文
と
し
て
、
鉤
括
弧
付
き
で
語
ら

れ
た
話
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
な
か
に
（
）
記
号
で
注
釈
が
差

し
挟
ま
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
も
「
僕
」
の
編
集
の
痕

跡
は
み
え
る
。

家
に
着
く
と
女
房
が
出
て
来
た
。
俺
の
女
房
と
い
う
の
は
至
極
無
感

動
な
女
で
、
何
事
に
も
驚
い
た
た
め
し
が
な
い
の
だ
。
俺
が
か
つ
い
で

来
た
リ
ュ
ッ
ク
を
開
い
て
、
あ
ら
、
ひ�

じ�

み�

だ
よ
。
と
落
ち
着
い
た
声

で
言
っ
た
。

こ
の
後
も
、
傍
点
付
き
で
「
し�

じ�

み�

」「
ひ�

お�

し�

が�

り�

」
な
ど
の
記（

７
）述が

登
場
す
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
や
記
号
の
含
ま
れ
る
「
男
」
の
語
り
は
、
純
粋

な
「
男
」
の
直
接
話
法
で
は
あ
り
え
な
い
。
一
人
称
が
入
れ
代
わ
る
こ
と
で

複
雑
な
構
造
に
見
え
て
い
た
こ
の
作
品
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て
が
「
僕
」

に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
た
、
回
想
の
小
説
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
捉
え
直
す
と
、
古
閑
や
三
浦
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
男
」
の

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」、
つ
ま
り
同
時
代
に
流
行
し
た
「
堕
落（

８
）論」
的
な
思
想
を
、

「
僕
」
は
一
度
は
受
け
と
め
、
そ
れ
を
語
り
直
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
藤
原
が
強
烈
に
批
判
し
た
よ

う
に
、「
僕
」
は
そ
の
「
男
」
に
つ
い
て
、「
彼
は
そ
の
後
平
凡
な
闇
屋
に
な
っ

た
だ
ろ
う
と
思
う
。
会
い
た
い
気
持
も
別
段
起
ら
な
い
」
と
語
る
。「
男
」

の
話
を
こ
れ
だ
け
長
く
ま
と
め
、
記
述
し
た
「
僕
」
が
、
直
後
に
そ
の
思
想

を
「
矮
小
化
」
し
て
み
せ
た
、
そ
の
意
図
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ま
ず
「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
の
内
容
を
詳
細

に
追
い
、そ
れ
を
聞
い
た
の
ち
に
「
僕
」
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

３
、「
男
」
の
話

「
男
」
の
「
物
語
っ
た
話
」
は
、「
男
」
が
職
を
探
し
に
船
橋
に
行
っ
た
、

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
じ
ま
る
。友
人
に
職
の
紹
介
を
断
ら
れ
た
「
男
」

は
、
道
端
で
商
売
を
し
て
い
る
闇
屋
を
み
な
が
ら
、
思
わ
ず
「
一
層
の
こ
と

闇
屋
に
で
も
な
っ
た
ろ
か
」
と
呟
き
、「
愕
然
」
と
す
る
。

「
男
」
が
「
愕
然
」
と
し
た
の
は
、「
そ
の
言
葉
を
現
実
に
裏
打
ち
す
る

よ
う
な
兇
暴
な
も
の
が
、
そ
の
時
俺
の
心
の
中
に
は
っ
き
り
動
い
て
い
る
の
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が
判
っ
た
か
ら
だ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
男
」
は
そ
れ
ま
で
、

「
闇
屋
に
落
ち
る
に
は
俺
は
良
識
や
教
養
が
あ
り
過
ぎ
る
」
と
自
認
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
、「
良
識
や
教
養
が
あ
り
過
ぎ
る
」
と
い
う
意
識
は
、「
僕
」
と
「
男
」

の
、
二
度
目
の
邂
逅
で
、
す
で
に
描
か
れ
て
い
た
。

「
口
惜
し
が
る
の
は
止
せ
。
欲
し
け
れ
ば
く
れ
て
や
る
よ
」

「
俺
は
他
人
の
慈
悲
は
受
け
ん
」と
彼
は
憤
然
と
し
た
口
調
で
答
え
た
。

「
俺
は
物
貰
い
じ
ゃ
な
い
」

「
じ
ゃ
こ
の
外
套
は
永
遠
に
俺
の
も
の
だ
な
」

「
そ
う
簡
単
に
は
行
か
ん
。
俺
が
欲
し
く
な
れ
ば
、
お
前
か
ら
貰
う
の

は
厭
だ
か
ら
力
ず
く
で
剝
取
る
よ
」

「
へ
へ
え
」
と
僕
は
少
し
驚
い
た
。「
こ
の
前
の
口
吻
と
は
打
っ
て
代
っ

た
転
向
だ
な
」

「
そ
う
よ
。
俺
は
お
前
の
言
う
よ
う
な
星
菫
派
じ
ゃ
な
い
」

成
程
あ
れ
に
拘
泥
っ
て
い
た
の
か
と
僕
は
気
が
つ
い
た
。

「
星
菫
派
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
度
目
の
出
会
い
の
と
き
、「
男
」
か
ら

外
套
を
譲
り
受
け
た
「
僕
」
が
発
し
た
、「
お
前
も
星
菫
派
だ
な
」
と
い
う

発
言
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
単
に
浪
漫
主
義
者
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
背
景
に
は
、
加
藤
周
一
が
「
新
し
き
星
菫
派
に
就
い（

９
）て」

で
行
っ
た
批
判
が
想
起
さ
れ
う
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
し
て
み

よ
う
。

此
処
に
、
寸
毫
の
良
心
の
呵
責
を
感
じ
る
こ
と
な
し
に
、
最
も
狂
信

的
な
好
戦
主
義
か
ら
平
和
主
義
に
変
り
得
る
青
年
、（
中
略
）
充
分
に

上
品
で
あ
り
、
誠
実
で
あ
り
、
私
の
如
き
友
人
に
対
し
て
さ
へ
遺
憾
な

く
親
切
で
あ
り
な
が
ら
、（
中
略
）
例
へ
ば
彼
の
父
の
如
き
軍
国
の
支

配
階
級
の
犬
共
が
搾
取
し
、
殺
戮
し
、
侮
辱
し
た
罪
な
き
民
衆
に
対
し

て
は
、
全
く
無
感
覚
な
青
年
が
ゐ
る
。
し
か
も
こ
の
青
年
は
決
し
て
例

外
で
な
い
。

彼
を
産
ん
だ
の
は
戦
争
の
世
代
で
あ
る
。
新
し
き
星
菫
派
は
時
代
の

流
行
病
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
、
殊
に
そ
の
後
半
に
廿
代
に
達
し
た

都
会
の
青
年
の
多
く
は
、
多
少
と
も
此
の
様
な
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
。

加
藤
は
「
星
菫
派
」
の
思
想
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
批
判
を
重

ね
る
。

我
々
は
、
今
や
、
安
全
な
哲
学
が
哲
学
で
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。

（
中
略
）「
方
法
敍
説
」
の
著
者
が
云
つ
た
や
う
に
、
危
険
な
「
人
生

を
確
実
に
歩
む
た
め
に
真
を
偽
か
ら
区
分
す（

１０
）る」
こ
と
を
教
へ
る
の
が

哲
学
で
あ
る
、「
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
著
者
が
云
つ
た

や
う
に
、「
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
改
造
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す

る
も
の
が
思
想
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
現
実
に
対
し
て
無
力
な

哲
学
、
歴
史
を
判
断
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
思
想
、
―
―
要
す
る
に
、

星
菫
派
の
持
つ
て
ゐ
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
あ
り
、
良
家
の
子
弟
は
、

安
心
し
て
「
不
安
の
哲
学
」
や
「
危
機
の
神
学
」
の
噂
話
を
し
て
ゐ
た

に
す
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
加
藤
の
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
僕
」
は
外
套
を
く
れ
た
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「
男
」
に
「
星
菫
派
」
と
い
う
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
「
男
」
も
、
そ
れ
を
正
し
く
受
け
と
め
「
俺
は
お
前
の
言
う

よ
う
な
星
菫
派
じ
ゃ
な
い
」
と
返
答
す
る
。
こ
の
や
り
と
り
の
背
後
に
は
、

ま
さ
し
く
ふ
た
り
の
「
教
養
」
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
男
」
は
、
闇
屋
に
な
る
と
い
う
思
い
つ
き
が
現
実
感
を
持
っ
て

迫
っ
て
き
た
原
因
に
つ
い
て
、「
贓
品
を
身
に
つ
け
て
い
る
」
と
い
う
意
識

で
あ
る
と
語
る
。
前
夜
に
「
僕
」
か
ら
剝
ぎ
取
っ
た
外
套
を
身
に
つ
け
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
が
、「
良
識
や
教
養
」
が
あ
る
と
い
う
自
意
識
を
超
越
し

て
「
男
」
に
「
あ
る
荒
ん
だ
勇
気
」
を
与
え
る
。

古
閑
は
、
こ
の
「
追
剝
」
と
い
う
「
男
」
の
あ
り
か
た
や
、「
あ
る
荒
ん

だ
勇
気
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
羅
生
門
」
を
連
想
し
て
い
る
が
、「
勇
気
」

が
湧
く
こ
と
で
追
い
剝
ぎ
を
行
う
「
羅
生
門
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
身
に
つ
け

た
〈
外
套
〉
に
併
せ
て
内
面
が
変
化
す
る
造
型
と
し
て
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
外

套
」
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
か
く
、「
男
」
は
そ
の
外
套
を
「
鎧
の
よ
う
に
厚
ぼ
っ
た
く
頼
も
し

く
」
感
じ
な
が
ら
、
電
車
に
乗
り
込
む
こ
と
に
な
る
。

電
車
内
の
様
子
と
、
そ
こ
に
乗
り
込
ん
だ
時
の
「
男
」
の
内
面
と
が
錯
綜

し
て
描
写
さ
れ
る
が
、
ま
ず
は
「
男
」
の
内
面
描
写
か
ら
追
い
た
い
。

ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
す
る
老
人
の
体
を
苦
労
し
て
運
び
な
が
ら
、
俺
は
何
の

情
熱
で
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
と
ふ
と
疑
う
気
持
が
起
っ
た
。

し
か
し
俺
は
唇
を
噛
む
よ
う
な
気
持
で
、
自
分
に
そ
の
時
言
い
聞
か
せ

た
。
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
。
悪
い
こ
と
か
ら
眼
を
そ
む
け
ろ
。
困
っ

た
人
を
見
れ
ば
救
っ
て
や
れ
。
人
に
乞
う
な
。
人
か
ら
奪
う
な
。
人
に

す
べ
て
を
与
え
よ
。
―
―
そ
う
口
の
な
か
で
繰
り
返
し
て
呟
き
な
が
ら

俺
は
何
の
喜
び
も
な
く
老
人
の
体
を
運
ん
で
い
た
。
ほ
ん
と
に
何
の
喜

び
も
な
く
！

「
男
」
は
会
社
の
解
散
式
で
の
出
来
事
を
、
こ
の
よ
う
に
思
い
出
し
て
い

た
と
語
る
。
そ
し
て
、「
も
う
一
度
何
か
を
確
か
め
た
か
っ
た
」
か
ら
「
僕
」

に
外
套
を
与
え
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
部
分
は
、「
男
」
の
そ
れ
ま
で
の
「
哲
学
」
が
最
も
端
的
に
披
瀝
さ

れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。「
星
菫
派
」
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り
「
現
実
に
対

し
て
無
力
な
哲
学
」
と
い
う
批
判
は
、
こ
の
よ
う
に
「
男
」
が
思
い
悩
ん
で

い
た
時
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
外
套
を
与
え
た
直
後
、「
男
」
が
「
ふ
と
顔

を
上
げ
て
聞
き
咎
め
る
表
情
」
を
し
な
が
ら
も
そ
れ
に
反
論
で
き
な
か
っ
た

の
は
、「
男
」
の
な
か
の
「
も
や
も
や
し
た
も
の
」
が
判
然
と
し
な
い
ま
ま

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
翌
朝
俺
が
外
套
の
件
で
後
悔
し
た
と
お
前
は
思
う
か
」
と
問
い
か
け
な

が
ら
、「
男
」
は
そ
の
答
え
を
語
ら
な
い
。
が
、「
僕
」
と
「
俺
」
と
の
二
度

目
の
出
会
い
の
と
き
、「
僕
」
が
「
こ
の
間
の
口
吻
と
は
打
っ
て
代
っ
た
転

向
」
だ
と
驚
い
た
よ
う
に
、
そ
の
時
に
は
既
に
、「
男
」
か
ら
「
人
か
ら
奪

う
な
」
と
い
う
「
哲
学
」
は
失
わ
れ
て
い
る
。「
星
菫
派
」
と
い
う
評
価
を

否
定
し
、「
現
実
に
対
し
て
無
力
な
哲
学
」
を
棄
て
た
「
男
」
に
残
っ
て
い

る
の
は
、「
俺
は
物
貰
い
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
自
尊
心
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
三
度
目
の
邂
逅
、「
男
」
が
「
僕
」
か
ら
外
套
を
剝
ぎ
取
っ
た

時
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

お
前
か
ら
あ
の
時
、
追
剝
だ
と
言
わ
れ
た
時
、
俺
は
実
は
身
体
の
す
く

む
よ
う
な
戦
慄
が
身
体
を
奔
り
抜
け
る
の
を
感
じ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
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れ
が
擬
似
の
戦
慄
で
あ
る
こ
と
を
、
俺
は
そ
の
瞬
間
で
も
意
識
し
て
い

た
。
だ
っ
て
も
と
も
と
俺
の
外
套
だ
か
ら
な
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
大
事

な
こ
と
だ
が
、
そ
の
戦
慄
は
贋
物
で
あ
っ
た
に
し
ろ
こ
の
俺
に
は
ぞ
っ

と
す
る
ほ
ど
気
持
が
良
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
感
じ
は
、
実
に
俺
に
と
っ

て
新
鮮
極
ま
る
も
の
だ
っ
た
。

「
擬
似
の
戦
慄
」
が
「
贋
物
で
あ
っ
た
に
し
ろ
」
気
持
ち
の
い
い
も
の

だ
っ
た
、
と
い
う
「
男
」
の
描
写
は
「
僕
」
と
「
男
」
が
出
会
っ
た
と
き
の

会
話
と
対
応
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
酔
い
」
を
巡
っ
て
の
会
話
が
な
さ

れ
て
い
た
。「
清
酒
を
飲
ま
ず
に
代
用
焼
酎
で
我
慢
し
よ
う
と
い
う
精
神
は

悪
い
精
神
だ
」
と
批
判
す
る
「
男
」
に
対
し
、「
僕
」
は
「
酔
い
は
本
物
だ
」

と
返
答
す
る
。
そ
し
て
「
僕
」
は
、「
に
せ
も
の
を
見
て
い
る
こ
と
が
退
屈
」

だ
と
語
り
「
退
屈
」
だ
と
酒
を
飲
む
こ
と
、「
酔
い
だ
け
は
偽
り
な
い
」

「
酔
っ
て
る
間
だ
け
は
退
屈
し
な
い
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

「
酔
い
」
に
し
て
も
「
戦
慄
」
に
し
て
も
、
思
想
、
思
考
の
枠
組
み
か
ら

外
れ
た
、
身
体
感
覚
と
し
て
察
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
感
覚
こ

そ
が
、「
贋
物
」
を
超
え
る
契
機
と
な
り
う
る
。「
だ
っ
て
も
と
も
と
俺
の
外

套
だ
か
ら
」
と
い
う
理
屈
の
通
じ
な
い
と
こ
ろ
に
生
じ
、
真
／
偽
の
判
断
を

超
え
て
、「
男
」
に
快
感
を
覚
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
、「
男
」
は
満
員
電
車
の
な
か
で
考
え
て
い
た
、
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
電
車
内
で
の
出
来
事
の
描
写
を
辿
っ
て
い
こ
う
。

「
男
」
が
乗
り
込
ん
だ
満
員
電
車
に
は
扉
が
な
く
、
扉
口
に
は
「
闇
屋
ら

し
い
若
い
女
」
が
い
た
が
、「
義
俠
心
の
過
剰
な
」、「
頑
丈
な
四
十
位
の
お
っ

さ
ん
」
が
、「
俺
が
扉
口
の
栓
に
な
っ
た
る
」
と
申
し
出
て
交
替
す
る
。「
男
」

は
「
お
っ
さ
ん
」
と
「
身
体
を
接
す
る
」
位
置
に
立
っ
て
い
た
。

電
車
が
一
層
混
み
合
っ
て
、「
男
」
の
肩
が
「
お
っ
さ
ん
」
の
胸
を
強
く

圧
し
て
も
、「
お
っ
さ
ん
」
は
真
鍮
の
棒
を
必
死
に
握
り
、「
明
か
に
笑
お
う

と
努
力
」
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
見
た
「
男
」
は
、「
人
間
の
自
尊

心
と
い
う
も
の
は
お
そ
ろ
し
い
も
の
だ
な
」
と
語
る
。

「
女
」
を
助
け
、
満
員
電
車
の
圧
迫
の
苦
痛
の
中
で
笑
お
う
と
す
る

「
お
っ
さ
ん
」
の
姿
は
、「
何
の
喜
び
も
な
く
」
善
行
を
行
う
「
男
」
の
あ

り
か
た
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
女
」
の
「
ス
カ
ア
ト
が
捲
れ
た

ま
ま
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
白
い
腿
が
俺
の
眼
に
見
え
る
」
と
い
う
描

写
が
差
し
挟
ま
れ
る
こ
と
で
、「
お
っ
さ
ん
」
の
「
義
俠
心
」
が
「
若
い
女
」

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

電
車
の
揺
れ
と
、
満
員
電
車
の
圧
力
に
よ
っ
て
、「
男
」
が
「
危
う
く
扉

口
に
抱
き
つ
い
た
瞬
間
」、「
お
っ
さ
ん
」
は
車
外
に
放
り
出
さ
れ
る
。

突
然
強
烈
な
反
動
が
ぐ
っ
と
起
り
、
俺
も
危
う
く
扉
口
に
抱
き
つ
い
た

瞬
間
、力
余
っ
た
俺
の
肩
が
お
っ
さ
ん
の
身
体
を
猛
烈
に
弾
い
た
の
だ
。

あ
っ
と
い
う
間
も
な
か
っ
た
。
血
も
凍
る
よ
う
な
お
そ
ろ
し
い
瞬
間

だ
っ
た
。
お
っ
さ
ん
の
指
は
棒
か
ら
脆
く
も
外
れ
、
必
死
の
力
で
俺
の

外
套
の
胸
を
は
た
い
た
。
思
わ
ず
俺
は
片
手
で
そ
れ
を
は
ら
い
の
け
た

の
だ
。

「
お
っ
さ
ん
」
を
車
外
に
は
じ
き
出
し
た
の
は
「
男
」
の
肩
で
あ
り
、

「
お
っ
さ
ん
」
が
最
期
に
伸
ば
し
た
手
を
は
ら
い
の
け
た
の
も
ま
た
、「
男
」

で
あ
る
。
電
車
の
揺
れ
、
満
員
の
圧
力
と
い
う
要
因
は
あ
る
も
の
の
、「
お
っ

さ
ん
」
が
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
直
接
的
な
原
因
は
明
ら
か
に
「
男
」
に
あ

る
の
だ
。
だ
が
、「
男
」
は
「
お
っ
さ
ん
」
を
落
と
し
た
、
と
は
決
し
て
語
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ら
な
い
。
ど
こ
ろ
か
、「
芋
虫
の
よ
う
に
転
げ
落
ち
」
た
と
し
て
、
笑
う
の

で
あ
る
。

「
俺
は
可
笑
し
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
笑
い
が
し
ゃ
っ
く
り
の
よ
う
に

発
作
的
に
こ
み
上
げ
て
く
る
の
だ
」
と
い
う
「
男
」
の
「
笑
い
」
は
、
先
に

確
認
し
た
「
擬
似
の
戦
慄
」
と
お
な
じ
よ
う
に
、
理
屈
を
超
え
て
、
直
接
に

身
体
に
表
れ
た
「
笑
い
」
で
あ
る
。「
男
」
が
「
お
っ
さ
ん
」
を
弾
き
出
し

た
、
と
い
う
事
実
は
、
身
体
感
覚
と
し
て
表
れ
た
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
、
理

非
を
超
え
、「
芋
虫
の
よ
う
に
転
げ
落
ち
」
た
、
と
い
う
認
識
へ
と
転
換
し

て
い
る
。
そ
の
認
識
が
「
擬
似
の
戦
慄
」
の
よ
う
に
「
贋
物
で
あ
っ
た
に
し

ろ
」、
そ
の
真
／
偽
を
超
越
す
る
身
体
感
覚
で
あ
る
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、「
男
」
は
「
お
っ
さ
ん
」
の
リ
ュ
ッ
ク
を
担
い
で
帰
宅
す
る
。「
女

房
」
が
リ
ュ
ッ
ク
の
な
か
を
み
て
、
は
じ
め
て
そ
の
中
身
が
蜆
だ
っ
た
こ
と

を
知
る
。「
男
」
は
蒲
団
の
中
で
、
出
来
事
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
何
の
背

徳
感
も
感
じ
て
」
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
意
識
的
に
「
一
緒
に
転
落
し
よ
う

と
し
た
リ
ュ
ッ
ク
を
脚
で
押
さ
え
た
」
こ
と
な
ど
を
考
え
る
。

今
俺
の
頭
の
中
で
、
あ
の
お
っ
さ
ん
と
、
殴
ら
れ
た
会
計
係
と
、
ケ
ラ

ケ
ラ
笑
い
続
け
る
娘
と
、
お
前
と
、
そ
れ
か
ら
俺
を
取
巻
く
色
ん
な
人

と
、
俺
を
も
含
め
た
一
つ
の
系
列
が
、
平
面
の
中
の
構
図
と
し
て
、
俺

に
働
き
か
け
て
来
る
の
だ
。
俺
は
布
団
の
中
で
眼
を
堅
く
閉
じ
、
瞼
の

裏
に
咲
乱
れ
る
眼
花
を
じ
っ
と
追
っ
て
い
た
。

「
男
」
は
、
自
身
と
取
り
巻
く
社
会
と
を
「
平
面
の
中
の
構
図
」
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
考
は
深
化
す
る
前
に
、「
プ
チ
プ
チ
と
い

う
幽
か
な
音
」
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
る
。
そ
の
音
は
蜆
の
鳴
き
声
で
あ
る
。

そ
の
音
に
聞
き
入
り
な
が
ら
、「
男
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
今
摑
め
て
来
た
の
だ
。
俺
が
今
ま
で
赴
こ
う
と
努

め
て
来
た
善
が
、
す
べ
て
偽
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
。
喜
び
を
伴
わ
ぬ
善

は
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
擬
態
だ
。
悪
だ
。
日
本
は
敗
れ
た
ん
だ
。

こ
ん
な
狭
い
地
帯
に
こ
ん
な
沢
山
の
人
が
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ュ
ッ
ク
の
蜆
だ
。
満
員
電
車
だ
。
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
は
極
限
さ

れ
て
ん
だ
。一
人
が
幸
福
に
な
れ
ば
、そ
の
量
だ
け
誰
か
が
不
幸
に
な
っ

て
い
る
の
だ
。
丁
度
お
っ
さ
ん
が
落
ち
た
た
め
に
残
っ
た
俺
達
に
ゆ
と

り
が
で
き
た
よ
う
な
も
の
だ
。
俺
達
は
自
分
の
幸
福
を
願
う
よ
り
、
他

人
の
不
幸
を
希
う
べ
き
な
の
だ
。
あ
り
も
し
な
い
幸
福
を
探
す
よ
り
、

先
ず
身
近
な
人
を
不
幸
に
突
き
落
す
の
だ
。
俺
達
が
生
物
で
あ
る
以
上

生
き
抜
く
こ
と
が
最
高
の
こ
と
で
、
そ
の
他
の
思
念
は
感
傷
な
の
だ
。

釦
を
握
っ
た
死
体
と
、
啼
く
蜆
と
、
舌
足
ら
ず
の
女
房
と
、
こ
の
俺
と
、

そ
れ
は
醜
悪
な
構
図
だ
。
醜
悪
だ
け
れ
ど
も
俺
は
其
処
で
生
き
て
行
こ

う
。
浅
墓
な
善
意
や
義
俠
心
を
胸
か
ら
締
出
し
て
、
俺
は
生
き
て
行
こ

う
と
そ
の
時
思
っ
た
の
だ
。
―
―

こ
の
「
男
」
の
宣
言
に
は
、
多
く
の
問
題
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
足
が
か
り
に
、
こ
の
宣
言
を
分
解
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、「
喜
び
を
伴
わ
ぬ
善
は
あ
り
は
し
な
い
」
と
い
う
認
識
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
擬
似
の
戦
慄
」
や
「
笑
い
」
の
よ
う
な
、
理
屈
を
超

え
る
身
体
感
覚
と
し
て
の
「
喜
び
」
が
生
じ
な
い
「
善
」
を
、「
偽
物
」
と

断
ず
る
こ
と
ば
で
あ
る
。「
僕
」
か
ら
外
套
を
剥
い
だ
こ
と
で
気
持
ち
の
良
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い
「
戦
慄
」
を
、「
お
っ
さ
ん
」
を
突
き
落
と
し
た
こ
と
で
辛
抱
で
き
な
い

「
笑
い
」
を
経
験
し
た
「
男
」
は
、
身
体
感
覚
で
真
／
偽
を
は
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

で
は
、「
日
本
は
敗
れ
た
ん
だ
。
こ
ん
な
狭
い
地
帯
に
こ
ん
な
沢
山
の
人

が
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
は
ど
う
か
。

戦
後
日
本
の
国
土
を
「
こ
ん
な
狭
い
地
帯
」
と
呼
ぶ
「
男
」
の
感
覚
は
、

「
東
亜
共
栄
」
を
謳
い
植
民
地
政
策
を
進
め
た
戦
中
日
本
の
地
理
感
覚
か
ら

し
か
生
じ
得
な
い
。「
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
は
極
限
さ
れ
て
ん
だ
」
と
い

う
「
男
」
の
嘆
き
の
中
に
は
、「
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
」
が
本
来
は
植
民

地
と
い
う
〈
広
い
〉
地
帯
か
ら
無
制
限
に
搾
取
で
き
た
、
と
い
う
発
想
が
隠

さ
れ
て
い
る
。「
星
菫
派
」
か
ら
意
識
的
に
「
転
向
」
し
た
は
ず
の
「
男
」

は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ま
さ
に
加
藤
が
批
判
し
た
「
軍
国
の
支
配
階
級
の
犬

共
が
搾
取
し
、
殺
戮
し
、
侮
辱
し
た
罪
な
き
民
衆
に
対
し
て
は
、
全
く
無
感

覚
な
青
年
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、「
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
」
を
「
極
限
」
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち

占
領
国＝

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
作
中
何
ら
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

「
リ
ュ
ッ
ク
の
蜆
」
が
リ
ュ
ッ
ク
に
詰
め
こ
ま
れ
売
ら
れ
食
わ
れ
る
こ
と
そ

の
も
の
に
不
平
を
言
え
な
い
よ
う
に
、
敗
戦
後
日
本
を
生
き
る
「
男
」
も
ま

た
、「
幸
福
の
総
量
」
を
制
限
す
る
ア
メ
リ
カ
へ
の
批
判
、「
幸
福
の
総
量
」

を
「
極
限
」
さ
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
批
判
は
口
に
は
出
来
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
「
男
」
は
、満
員
電
車
で
「
お
っ
さ
ん
」
を
弾
き
出
し
た
よ
う
に
、

「
先
ず
身
近
な
人
を
不
幸
に
突
き
落
す
の
だ
」
と
語
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
男
」
が
、「
極
限
さ
れ
」
た
枠
内
で
の
「
幸
福
」
の
奪
い
合
い
を
決
意
し

て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
う
し
て
「
身
近
な
人
を
不
幸
に
突
き
落
す
」
と
決

め
た
「
男
」
の
「
構
図
」
の
な
か
に
は
、
突
き
落
と
さ
れ
た
「
お
っ
さ
ん
」

と
、
そ
こ
か
ら
奪
い
得
た
「
幸
福
」
で
あ
る
「
蜆
」
と
、「
女
房
」
と
自
分

し
か
居
な
い
。
一
時
は
「
あ
の
お
っ
さ
ん
と
、
殴
ら
れ
た
会
計
係
と
、
ケ
ラ

ケ
ラ
笑
い
続
け
る
娘
と
、
お
前
と
、
そ
れ
か
ら
俺
を
取
巻
く
色
ん
な
人
と
、

俺
を
も
含
め
た
一
つ
の
系
列
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
「
構
図
」＝

社
会
認
識
は
、「
男
」
が
〈
外
枠
〉
に
よ
る
制
限
を
意
識
し
た
こ
と
で
、
こ

の
最
小
限
の
か
た
ち
に
縮
小
さ
れ
「
醜
悪
な
構
図
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

４
、「
僕
」
の
反
応

「
男
」
の
長
い
語
り
は
以
上
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え

た
上
で
、
は
じ
め
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
男
」
の
話
を
再
構

成
し
た
語
り
手
「
僕
」
が
、
そ
の
内
容
を
い
か
に
捉
え
た
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
る
。

「
―
―
お
前
が
言
う
程
の
面
白
い
話
で
も
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
ま
あ

退
屈
は
し
な
か
っ
た
よ
」
と
僕
が
言
っ
た
。「
お
前
の
新
し
い
出
発
に

つ
い
て
、
俺
は
こ
の
冷
え
た
珈
琲
で
乾
杯
し
よ
う
と
思
う
よ
」

こ
れ
が
、「
男
」
の
話
が
終
わ
っ
た
直
後
の
、「
僕
」
の
初
発
の
感
想
で
あ

る
。「
僕
」
は
「
退
屈
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
い
、「
冷
え
た
珈
琲
で
乾
杯
」

し
よ
う
と
す
る
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、「
僕
」
は
「
に
せ
も
の
を
見

て
い
る
こ
と
が
退
屈
」
だ
と
語
り
、「
退
屈
」
だ
と
酒
を
飲
む
、
と
さ
れ
て

い
た
。「
冷
え
た
珈
琲
」
で
済
ま
そ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、「
僕
」

は
「
男
」
の
話
と
決
意
を
、「
に
せ
も
の
」
で
は
な
い
、
と
認
め
て
い
た
こ
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と
が
判
る
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
か
ら
、「
僕
」
の
「
男
」
へ
の
感
情
は
、「
会
い
た
い
気
持

も
別
段
起
ら
な
い
」
へ
と
変
化
す
る
。そ
の
間
に
起
こ
っ
て
い
る
の
が
、「
男
」

が
外
套
を
売
る
こ
と
で
あ
り
、
い
く
つ
も
の
「
蜆
」
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
肴
に
両
者
が
痛
飲
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
男
」
が
「
こ
ん
な
鎧
は
必
要
じ
ゃ
な
い
」
と
語
り
、
外
套
を
売
り
払
っ

て
飲
も
う
、
と
「
僕
」
を
誘
っ
た
と
き
、「
僕
」
は
「
し
か
し
売
る
に
つ
い

て
は
、
そ
の
前
に
そ
の
外
套
を
も
一
度
だ
け
俺
に
着
せ
て
く
れ
な
い
か
」
と

頼
む
。「
男
」
が
「
鎧
」
と
よ
ぶ
外
套
を
着
て
み
た
「
僕
」
は
「
あ
の
柔
か

い
重
量
感
が
し
っ
か
り
と
肩
に
よ
み
が
え
っ
て
来
た
」
の
を
感
じ
る
。
本
来

「
男
」
の
も
の
だ
っ
た
外
套
は
、
一
度
「
僕
」
を
経
由
し
た
こ
と
に
よ
り
、

「
男
」
に
と
っ
て
は
「
鎧
」
と
し
て
、「
僕
」
に
と
っ
て
は
「
柔
か
い
」
外

套
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
外
套
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
の

「
蜆
」
に
「
男
」
が
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
外
套
を
硬
い

「
鎧
」
で
は
な
く
「
柔
か
い
」
も
の
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
の
出
来
る

「
僕
」
だ
か
ら
こ
そ
、
硬
い
「
蜆
」
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

「
蜆
」
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
、
幾
つ
も
発
見
さ
れ
る
。「
男
」
が
そ

れ
を
み
て
「
一
寸
厭
な
顔
」
を
す
る
の
は
、「
男
」
に
と
っ
て
、「
蜆
」
が
単

な
る
食
べ
物
で
も
、
売
り
物
で
も
な
い
か
ら
だ
。

「
男
」
が
「
日
本
人
」
を
「
リ
ュ
ッ
ク
の
蜆
」
に
喩
え
て
い
た
こ
と
は
既

に
述
べ
た
。「
身
近
な
人
を
不
幸
に
突
き
落
と
す
」
と
い
う
決
意
が
正
当
化

さ
れ
る
の
は
、「
幸
福
の
総
量
」
が
リ
ュ
ッ
ク
の
よ
う
な
〈
外
枠
〉
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
ま
に
か
リ
ュ
ッ
ク
か
ら
逃

げ
出
し
、
外
套
や
背
広
に
忍
び
込
ん
で
い
た
「
蜆
」
た
ち
は
、
そ
の
〈
外
枠
〉

の
絶
対
性
を
揺
る
が
せ
に
か
か
る
存
在
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、「
男
」
の

社
会
認
識
か
ら
は
み
出
す
生
き
方
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
が
、「
蜆
」

に
象
徴
さ
れ
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
「
僕
」
な
の
で
あ
る
。

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
肯
定
と
い
う
同
時
代
的
な
思
想
は
、
敗
戦
に
よ
り
日

本
が
帝
国
主
義
国
家
か
ら
被
占
領
国
へ
と
変
転
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

た
、
価
値
観
の
転
倒
の
結
果
で
あ
る
。「
日
本
人
の
幸
福
の
総
量
は
極
限
さ

れ
て
ん
だ
」
と
い
う
「
男
」
の
語
り
の
な
か
に
は
、「
幸
福
の
総
量
」
を
「
極

限
」
す
る
〈
外
枠
〉、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
と
、
そ
れ
に
「
極
限
」
さ
れ
る
被

占
領
国
日
本
と
い
う
国
家
の
構
造
が
、
逃
れ
が
た
い
呪
縛
と
し
て
屹
立
し
て

い
る
。
そ
の
「
改
造
」
不
可
能
な
〈
外
枠
〉
の
構
造
が
、「
男
」
に
社
会
認

識
の
「
解
釈
」
の
変
更
を
迫
っ
た
の
だ
。「
僕
」
は
「
男
」
の
体
験
と
宣
言

が
「
本
物
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
肯
定
、
と
い
う

方
法
を
否
定
せ
ず
、
そ
れ
に
「
乾
杯
」
し
て
み
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
そ
の
直
後
に
「
僕
」
が
掴
み
取
っ
た
「
蜆
」
は
、
そ
れ
と
は
全

く
別
の
生
き
方
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。〈
外
枠
〉
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
。
枠

内
で
生
き
る
た
め
に
堕
ち
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
発
想
で
は
な
く
、
そ

の
〈
外
枠
〉
そ
の
も
の
の
絶
対
性
を
疑
い
、
す
り
ぬ
け
る
こ
と
。
そ
の
外
側

に
自
己
を
立
ち
上
げ
、誰
も
知
ら
な
い
新
し
い
生
き
方
を
生
き
て
行
く
こ
と
。

出
て
来
た
「
蜆
」
で
味
噌
汁
を
つ
く
ら
せ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
、〈
外
枠
〉
か
ら
飛
び
出
た
「
蜆
」
が
干
か
ら
び
る
こ
と
な
く
生
き
て

い
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
か
ら
で
あ
り
、「
蜆
」
そ
の
も
の
が
酒
を

飲
む
「
僕
」
に
と
っ
て
の
救
い
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
、「
男
」
へ
の
「
彼
は
そ
の
後
平
凡
な
闇
屋

に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
会
い
た
い
気
持
も
別
段
起
ら
な
い
」
と
い
う
反
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応
が
、決
し
て
「
矮
小
化
」
な
ど
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
僕
」
は
「
男
」
と
い
う
同
時
代
人
が
辿
っ
た
あ
る
種
典
型
的
な
、「
平

凡
な
」
思
想
の
変
遷
を
み
つ
め
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
で
、

リ
ュ
ッ
ク
か
ら
は
み
出
し
て
生
き
て
い
た
「
蜆
」
を
、
す
な
わ
ち
〈
外
枠
〉

か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で
生
き
る
こ
と
の
可
能
性
を
、
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
男
」
と
「
僕
」
と
の
間
の
認
識
に
ず
れ
が
生
じ
た
の
は
、

「
男
」
が
外
套
を
「
鎧
」
と
し
て
、
お
な
じ
く
硬
い
殻
を
も
つ
「
蜆
」
を

「
日
本
人
」
と
し
て
捉
え
た
の
に
対
し
、「
僕
」
は
外
套
を
「
柔
か
い
」
も

の
と
し
て
捉
え
続
け
た
、
と
い
う
認
識
の
違
い
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

〈
外
枠
〉
を
絶
対
化
す
る
「
男
」
は
、
外
套
を
自
身
と
周
囲
と
を
固
く
閉
ざ

す
境
界
と
し
て
見
出
し
、〈
外
枠
〉
を
疑
い
う
る
「
僕
」
は
同
じ
外
套
を
「
柔

か
」
く
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。〈
外
枠
〉
と
外
套
と
は
、
そ
の
意
味
で
、

対
応
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
外
套
の
「
黄
色
い
釦
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

５
、
外
套
と
釦

「
男
」
が
最
初
に
外
套
を
「
鎧
」
と
認
識
す
る
の
は
、「
俺
は
贓
品
を
身

に
つ
け
て
い
る
の
だ
ぞ
」
と
呟
い
た
、
そ
の
と
き
で
あ
る
。「
男
」
が
「
鎧
」

と
し
て
の
外
套
に
併
せ
て
内
面
を
変
化
さ
せ
、「
あ
る
荒
ん
だ
勇
気
」
を
得

た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
で
は
な
ぜ
、「
追
剝
」
し
た
外
套
は
「
鎧
」
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ま
で
の
「
男
」
の
生
き
様
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

会
社
に
勤
め
て
い
た
時
、
俺
は
真
面
目
な
会
社
員
だ
っ
た
。
俺
は
良

く
働
い
た
。
俺
は
悪
い
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
誰
か
ら
も
後
ろ
指
を
さ

さ
れ
な
か
っ
た
。
俺
は
適
度
に
出
世
し
皆
か
ら
も
好
か
れ
た
。（
中
略
）

解
散
の
ど
さ
く
さ
で
誰
が
何
を
持
ち
出
し
た
、
誰
が
い
く
ら
胡
麻
化
し

た
と
、
酔
い
が
廻
る
に
つ
れ
て
暴
露
し
合
い
出
し
て
、
最
後
の
時
分
は

宴
席
の
あ
ち
こ
ち
で
殴
り
合
い
さ
。
浅
間
し
い
も
ん
だ
。
俺
の
馬
鹿
正

直
な
性
格
は
誰
も
知
っ
て
る
か
ら
、
俺
に
は
何
と
も
言
い
や
し
な
い
。

「
真
面
目
」
で
、「
悪
い
こ
と
」
を
せ
ず
、「
馬
鹿
正
直
」
な
性
格
で
知
ら

れ
、
宴
席
で
「
殴
り
合
い
」
が
起
き
る
よ
う
な
時
で
も
何
も
言
わ
れ
な
い
。

「
男
」
に
は
、「
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
」
と
い
う
「
哲
学
」
こ
そ
が
身
を

守
る
術
で
あ
り
、「
鎧
」
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
「
追
剝
」
し
た
こ
と
で
、「
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
」
と
い
う

「
哲
学
」
は
破
れ
去
り
、
身
を
守
る
「
鎧
」
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
感
覚
は
、
善
意
に
よ
っ
て
行
動
し
た
「
お
っ
さ
ん
」
が
電
車
か
ら
弾
き
出

さ
れ
て
死
ん
だ
の
を
み
た
こ
と
で
、
よ
り
強
烈
に
な
る
。「
お
っ
さ
ん
」
の

死
に
は
、「
お
っ
さ
ん
」
自
身
の
過
失
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
者
の
悪
意
も

介
在
し
て
い
な
い
。「
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
」
と
い
う
「
哲
学
」
は
、
身

を
守
る
術
た
り
え
な
い
の
だ
。

自
身
が
信
奉
し
て
き
た
善
意
な
る
も
の
が
、
決
し
て
自
身
を
守
ら
な
い
こ

と
に
気
が
付
い
た
「
男
」
は
、「
贓
品
」
の
「
鎧
」
に
併
せ
て
内
面
を
変
化

さ
せ
、「
他
人
の
不
幸
を
希
う
」
よ
う
に
な
る
。
こ
の
変
化
が
訪
れ
た
こ
と

で
、「
男
」
は
繭
の
よ
う
に
自
身
を
守
り
自
身
を
矯
正
し
て
い
た
「
鎧
」
を

脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、「
僕
」
に
と
っ
て
は
、
外
套
は
外
套
で
し
か
な
い
。
は
じ
め
て

着
た
時
か
ら
「
俺
の
た
め
に
仕
立
て
た
と
思
う
位
」
に
身
体
に
合
う
外
套
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は
、
最
後
ま
で
「
僕
」
に
、「
柔
か
い
重
厚
感
」
を
与
え
て
く
れ
る
。「
僕
」

に
は
は
じ
め
か
ら
、身
を
守
る
「
鎧
」
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
一
方
で
、「
取
れ
か
か
っ
て
い
た
釦
」
に
つ
い
て
は
、「
僕
」
は
そ
れ

を
引
き
ち
ぎ
っ
て
持
ち
帰
る
。「
黄
色
い
釦
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
僕
」

が
求
め
て
い
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

「
黄
色
い
釦
」
の
来
歴
を
「
僕
」
が
知
る
の
は
、「
男
」
と
の
二
度
目
の

邂
逅
の
と
き
で
あ
る
。

「
こ
の
釦
は
俺
の
祖
父
さ
ん
が
、
撃
取
っ
た
鹿
の
骨
だ
。
九
州
は
背
振

山
よ
。
六
角
形
し
て
る
だ
ろ
。
い
い
職
人
だ
っ
た
ぜ
。
そ
こ
ら
の
釦
と

は
違
う
ん
だ
」

「
お
前
の
祖
父
さ
ん
が
猟
師
だ
っ
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
よ
」

こ
の
と
き
の
「
男
」
の
語
り
は
、
誇
り
に
満
ち
て
い
る
。
祖
父
が
鹿
を
撃

ち
取
っ
た
こ
と
を
誇
り
、
九
州
男
児
で
あ
っ
た
こ
と
を
誇
り
、
い
い
職
人
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
誇
る
。
こ
う
し
て
導
き
出
さ
れ
た
の
が
「
そ
こ
ら
の
釦
と

は
違
う
ん
だ
」
と
い
う
説
明
な
の
だ
。つ
ま
り
こ
の
「
黄
色
い
釦
」
は
「
男
」

に
と
っ
て
、
自
身
の
出
身
、
ル
ー
ツ
に
対
す
る
誇
り
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
男
」
の
自
尊
心
の
あ
り
よ
う
は
、「
善
い
こ
と
の
み
を
行
え
」

と
い
う
倫
理
的
な
、
そ
し
て
旧
時
代
的
な
「
哲
学
」
と
呼
応
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
聞
い
た
「
僕
」
は
、「
祖
父
さ
ん
が
猟
師
だ
っ
た
と
は

知
ら
な
か
っ
た
よ
」
と
や
り
返
す
。
こ
の
時
「
僕
」
と
「
男
」
は
会
う
の
も

二
度
目
で
、「
男
」
の
祖
父
の
こ
と
な
ど
「
僕
」
が
知
る
は
ず
も
な
い
。「
僕
」

は
、「
男
」
の
語
り
に
感
じ
と
っ
た
誇
り
か
ら
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
捨
象
し
、「
猟

師
」
に
差
し
戻
し
た
上
で
「
知
ら
な
か
っ
た
よ
」
と
冷
や
か
す
の
だ
。

四
度
目
に
ふ
た
り
が
会
っ
た
と
き
、「
男
」
の
外
套
は
「
釦
の
中
の
ひ
と

つ
は
剝
ぎ
取
ら
れ
、
ひ
と
つ
ぶ
ら
ぶ
ら
と
落
ち
か
か
っ
て
い
た
」
よ
う
な
状

態
だ
っ
た
。
剝
ぎ
取
ら
れ
た
釦
は
、「
お
っ
さ
ん
」
の
手
の
中
に
あ
る
。「
男
」

か
ら
そ
の
話
を
聞
い
た
後
「
僕
」
は
取
れ
か
け
て
い
た
釦
を
引
き
ち
ぎ
る
。

「
男
」
が
「
黄
色
い
釦
」
に
仮
託
し
て
い
た
の
は
、先
祖
の
誇
り
で
あ
り
、

自
身
の
出
自
の
誇
り
で
あ
り
、「
善
き
こ
と
の
み
を
行
え
」
と
い
う
「
哲
学
」

だ
っ
た
。
そ
し
て
「
義
俠
心
」
あ
ふ
れ
る
「
お
っ
さ
ん
」
は
、
そ
の
象
徴
た

る
釦
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
。「
僕
」
が
「
黄
色
い
釦
」
を
引
き

ち
ぎ
っ
て
持
ち
帰
る
と
き
、
そ
の
所
作
は
、「
お
っ
さ
ん
」
の
模
倣
と
し
て

立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
僕
」
は
「
リ
ュ
ッ
ク
」
か
ら
飛
び
出
た
「
蜆
」
を
み
た
こ
と
で
、「
幸

福
の
総
量
」
を
制
限
す
る
〈
外
枠
〉
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

そ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、「
満
員
電
車
」
か
ら
飛
び
出
し
た
「
お
っ
さ
ん
」

は
、
ひ
と
つ
の
達
成
な
の
で
あ
る
。

「
男
」
が
捨
て
去
っ
た
誇
り
の
象
徴
、「
哲
学
」
の
象
徴
を
握
り
し
め
た

「
お
っ
さ
ん
」
が
、〈
外
枠
〉
の
外
部
へ
と
到
達
し
た
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
、

は
じ
め
に
「
男
」
の
誇
り
を
冷
や
か
し
て
み
せ
た
「
僕
」
に
、「
黄
色
い
釦
」

と
い
う
誇
り
の
象
徴
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
所
有
す
る
欲
望
を
喚
起
し
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、「
僕
」
は
そ
の
釦
を
、「
別
に
用
途
も
な
い
か
ら
」
と

放
っ
て
お
く
。「
僕
」
は
〈
外
枠
〉
か
ら
の
逸
脱
を
考
え
て
い
る
が
、「
黄
色

い
釦
」
を
握
り
し
め
る
「
お
っ
さ
ん
」
の
あ
り
か
た
の
模
倣
が
導
く
の
は
、

「
芋
虫
の
よ
う
」
な
死
だ
。「
男
」
が
捨
て
去
り
、
そ
し
て
「
お
っ
さ
ん
」

が
最
期
ま
で
握
り
し
め
た
「
黄
色
い
釦
」
を
、「
僕
」
は
も
て
あ
ま
す
の
で

あ
る
。

最
終
的
に
釦
は
、「
下
宿
の
子
が
来
て
玩
具
に
く
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、「
下
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宿
の
子
」
の
手
に
渡
り
、「
お
は
じ
き
」
の
代
用
品
と
し
て
何
度
か
遊
ば
れ
、

「
も
う
飽
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
」
と
語
ら
れ
る
。

「
僕
」
は
結
局
、
誇
り
の
象
徴
で
あ
る
「
黄
色
い
釦
」
を
手
放
す
。「
僕
」

に
は
「
用
途
」
が
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
は
そ
れ
を
握
り
し
め
な
が
ら
新
し
い

生
き
方
を
模
索
す
る
方
法
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
が
「
僕
」
は
そ

の
釦
を
捨
て
る
こ
と
な
く
「
下
宿
の
子
」
へ
と
引
き
渡
す
。
引
き
渡
さ
れ
た

誇
り
の
象
徴
は
、「
玩
具
」
に
さ
れ
、「
飽
き
」
ら
れ
な
が
ら
も
、
一
応
は
次

代
へ
と
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

６
、
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
蜆
」
に
登
場
す
る
「
僕
」
と
「
男
」
と

は
、
考
え
方
を
異
に
し
て
い
る
。「
男
」
の
思
想
は
、
た
し
か
に
先
行
論
が

指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
肯
定
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
で
「
僕
」
は
、そ
う
し
た
「
男
」
の
態
度
を
本
物
だ
と
認
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
と
は
別
の
生
き
方
、〈
外
枠
〉
か
ら
逃
れ
た
「
蜆
」
の
生
き
方
を
、
そ

の
指
先
で
捉
え
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
新
し
い
生
き
方
の
可
能
性

を
み
た
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
作
中
に
「
僕
」
の
生
活
が
殆
ど
描
か

れ
な
い
こ
と
は
、「
僕
」
が
「
蜆
」
の
生
き
方
、
誰
も
知
ら
な
い
新
し
い
生

き
方
を
、
今
ま
さ
に
探
り
続
け
て
い
る
最
中
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
お
っ
さ
ん
」
が
電
車
か
ら
落
ち
た
と
き
、
満
員
電
車
の
車
内
で
起
こ
っ

た
「
笑
い
声
」
は
、
リ
ュ
ッ
ク
の
「
蜆
」
の
「
啼
声
」
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ

て
い
る
。

「
蜆
」
は
、「
幸
福
の
総
量
」
を
制
限
さ
れ
た
敗
戦
後
日
本
を
舞
台
に
〈
外

枠
〉
の
な
か
で
「
啼
声
」
を
挙
げ
な
が
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
と
突
き
進
も
う
と

す
る
「
男
」
と
、そ
の
「
男
」
の
在
り
方
を
認
め
な
が
ら
も
自
身
は
〈
外
枠
〉

か
ら
逃
れ
た
新
し
い
生
き
方
を
考
え
る
「
僕
」
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
結
末
が

描
か
れ
て
い
た
。
両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
の
方
途
に
よ
っ
て
社
会
と
相

対
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
人
間
回（

１１
）復〉
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
古
閑
章
「
梅
崎
春
生
の
世
相
小
説
―
�
飢
え
�
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
」（「
近
代
文
学
論
集
」
一
九
九
二
年
一
一
月
）

（
２
）
梅
崎
春
生
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
就
て
」（
掲
載
誌
未
詳

一
九
四
七
年
）

（
３
）
三
浦
和
尚
「
梅
崎
春
生
に
お
け
る
「
か
る
み
」
―
―
『
蜆
』
の
分
析
を

も
と
に
―
―
」（「
愛
媛
国
文
と
教
育
」
一
九
九
八
年
七
月
）

（
４
）
戸
塚
麻
子
「〈
贋
〉
の
季
節
と
そ
の
超
克
―
―
梅
崎
春
生
『
蜆
』
に
つ

い
て
」（「
日
本
文
学
誌
要
」
一
九
九
九
年
三
月
）

（
５
）
藤
原
耕
作
「
梅
崎
春
生
文
学
に
お
け
る
〈
倫
理
〉
―
―
「
虹
」
を
視
座

と
し
て
」（「
敍
説
Ⅱ
」
二
〇
〇
四
年
八
月
）

（
６
）
梅
崎
春
生
「
虹
」（
掲
載
誌
未
詳
）、
発
表
の
詳
細
な
日
付
は
わ
か
っ
て

い
な
い
が
、
全
集
の
改
題
に
よ
れ
ば
、「
蜆
」
と
「
飢
え
の
季
節
」（
一
九

四
八
年
一
月
）
の
中
間
期
に
置
か
れ
る
作
品
の
よ
う
だ
。

（
７
）
「
ひ
じ
み
」「
ひ
お
し
が
り
」
と
い
う
「
女
房
」
の
こ
と
ば
は
、「
男
」

に
よ
っ
て
「
舌
足
ら
ず
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
弁
の
特
徴

で
あ
る
。「
山
手
線
」
圏
内
に
住
み
な
が
ら
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
都
度
都

度
矯
正
せ
ね
ば
い
ら
れ
な
い
「
男
」
の
神
経
質
さ
が
、
あ
る
い
は
自
己
の

ル
ー
ツ
を
「
九
州
は
背
振
山
」
に
求
め
る
「
男
」
の
在
り
よ
う
が
、
こ
の

傍
点
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
８
）
坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」（「
新
潮
」
一
九
四
六
年
四
月
）

（
９
）
加
藤
周
一
「
新
し
き
星
菫
派
に
就
い
て
」、
初
出
は
一
九
四
六
年
七
月
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か
ら
一
二
月
ま
で
雑
誌
「
世
代
」
に
連
載
さ
れ
た
「
カ
メ
ラ
・
ア
イ
」
で
、

引
用
は
『
１
９
４
６
・
文
学
的
考
察
』（
富
山
房
百
科
文
庫

一
九
七
七

年
四
月
）
に
よ
る
。
加
藤
は
一
九
四
七
年
七
月
に
は
雑
誌
「
近
代
文
学
」

に
「IN

EGO
IST
O
S

」
を
寄
せ
、「
素
朴
な
写
真
家
或
は
記
録
家
に
す

ぎ
な
い
日
本
の
私
小
説
家
が
描
い
た
日
常
的
エ
ゴ
を
、
人
間
性
の
名
に
於

い
て
称
び
、
人
間
的
現
実
の
根
柢
な
ど
と
唱
へ
る
の
は
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ

ム
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
小
説
は
そ
の
否
定
に
出
発
す
る
の
だ
。」
と

「
小
市
民
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
強
烈
に
批
判
し
、「
文
学
が
作
家
の
体
験

か
ら
出
発
す
る
他
な
い
と
云
ふ
こ
と
位
、
明
白
な
事
実
は
な
い
が
、
作
家

の
体
験
が
日
常
生
活
の
な
か
に
於
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
場
合
は
、
小

市
民
的
反
動
の
例
に
す
ぎ
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
ら
一
連
の
加
藤
の
論
考
を
受
け
て
か
、
梅
崎
は
翌
八
月
「
世

代
の
傷
痕
」（「
新
文
芸
」）
を
発
表
し
「
戦
後
の
現
在
の
人
間
の
特
色
は
、

つ
ま
り
自
分
の
心
の
極
限
的
な
可
能
性
を
行
動
で
持
っ
て
確
認
し
、
現
在

確
認
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
必
ず
し
も
人
間
の
マ
イ
ナ
ス
の
部
分
、
悪
や
利
己
心
の
み
で
な
く

真
善
美
に
対
す
る
極
限
性
で
も
あ
る
こ
と
を
私
は
信
じ
る
が
、
し
か
し
後

者
は
実
生
活
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
の
み
追
求
出
来
る
も
の
で
あ
る
ら
し

い
」
と
語
る
。
こ
の
と
き
既
に
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
就
て
」
で
語
ら
れ
た
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
積
極
的
肯
定
は
後
景
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１０
）
デ
カ
ル
ト
『
方
法
序
説
』（
谷
川
多
佳
子
訳

岩
波
文
庫

一
九
九
七

年
）
に
は
、「
自
分
の
行
為
を
は
っ
き
り
と
見
、
確
信
を
も
っ
て
こ
の
人

生
を
歩
む
た
め
に
、
真
と
偽
を
区
別
す
る
こ
と
を
学
び
た
い
と
い
う
、
何

よ
り
も
強
い
願
望
を
た
え
ず
抱
い
て
き
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
蜆
」
一

作
品
に
限
ら
ず
、
占
領
期
の
梅
崎
の
著
作
の
大
部
分
に
垣
間
見
え
る
、
本

物
／
偽
物
、
あ
る
い
は
真
／
偽
の
追
求
へ
の
願
望
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（
１１
）
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
〈
人
間
回
復
〉
と
は
対
立
的
に
み
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
の
〈
人
間
回
復
〉
と
い
う
結
語
は
、「
蜆
」
の
直
後
に
発
表

さ
れ
た
梅
崎
の
エ
ッ
セ
イ
「
人
間
回
復
」（「
文
学
新
聞
」
一
九
四
八
年
一

月
）
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。「
人
間
回
復
」
で
梅
崎
は
、「
私
は
自

分
に
絶
望
し
て
い
る
。
絶
望
し
た
形
で
自
分
の
人
性
を
信
じ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
」
と
し
て
、「
自
分
を
救
お
う
と
す
る
気
持
だ
け
が
、
や
が

て
他
を
救
う
気
持
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
私
は
信
ず
る
他
は
な
い
」
と
語

る
。
現
在
が
「
い
わ
ば
穴
居
時
代
と
大
差
な
い
状
態
」
だ
と
し
て
、「
わ

れ
わ
れ
は
も
は
や
市
民
で
は
な
く
、
人
類
で
あ
る
。
人
間
を
回
復
し
、
社

会
を
う
ち
た
て
る
た
め
、
こ
の
現
在
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
い
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
」
だ
と
す
る
梅
崎
の
主
張
は
、「
男
」

の
在
り
方
を
認
め
る
「
僕
」
の
態
度
と
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

附
記

本
稿
中
の
梅
崎
春
生
の
引
用
は
全
て
、
新
潮
社
版
『
梅
崎
春
生
全
集

第
二

巻
』
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
わ
た
な
べ
ゆ
う
た

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
生
）
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