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三

世

昭
和
一
一

(一
九
三
六
)
年
一
月
に
﹁
文
芸
汎
論
﹂
に
発
表
さ
れ
た

﹁
山
桜
﹂
は
︑
石
川
淳
が
﹁
佳
人
﹂
(﹁
作
品
﹂︑
昭
和
一
〇
年
五
月
)︑﹁
貧

窮
問
答
﹂
(同
誌
︑
同
年
八
月
)︑﹁
葦
手
﹂
(同
誌
︑
同
年
一
〇
・
一
一
・

一
二
月
)
に
続
い
て
世
に
送
り
出
し
た
作
品
で
あ
る
︒

あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
と
す
る
と
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒﹁
わ

た
し
﹂
は
金
策
の
た
め
に
親
戚
の
﹁
退
職
判
事
﹂
を
訪
ね
る
︒﹁
退
職
判

事
﹂
の
娘
婿
で
あ
る
吉
波
善
作
に
相
談
し
て
み
る
よ
う
に
言
わ
れ
︑
そ
の

別
荘
に
向
か
う
︒
途
中
道
に
迷
っ
て
︑
野
中
に
寝
こ
ろ
ん
で
山
桜
の
幻
を

見
て
い
た
﹁
わ
た
し
﹂
は
︑
善
作
の
息
子
の
善
太
郎
に
出
会
い
︑
別
荘
に

同
行
す
る
︒
善
作
は
︑﹁
わ
た
し
﹂
を
憎
悪
を
も
っ
て
迎
え
︑
手
を
挙
げ

て
人
を
打
つ
︒
打
た
れ
た
の
は
善
作
の
妻
の
京
子
で
あ
る
と
﹁
わ
た
し
﹂

に
は
分
か
る
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
︑
善
太
郎
の
顔
が
自
分
に
似
て
い
る
こ
と

に
気
づ
き
︑
衝
撃
を
受
け
る
︒
善
作
に
借
金
を
申
し
込
ん
で
侮
辱
を
受
け

る
﹁
わ
た
し
﹂
に
︑
京
子
は
何
も
言
わ
な
い
︒
﹁
わ
た
し
﹂
は
京
子
の
ス

ケ
ッ
チ
を
試
み
る
が
︑
京
子
は
﹁
わ
た
し
﹂
の
方
を
向
く
こ
と
も
な
い
︒

﹁
わ
た
し
﹂
は
善
作
か
ら
紙
幣
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
︒
庭
の
池
の
緋
鯉
を

鞭
打
つ
善
作
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
︑
再
び
京
子
の
方
を
振
り
向
く
︒

す
る
と
︑
そ
の
姿
は
消
え
て
お
り
︑
﹁
わ
た
し
﹂
は
京
子
が
去
年
の
暮
れ

に
肺
炎
で
死
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
そ
の
場
に
立
ち
す
く
む
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
で
話
の
要
点
だ
け
で
も
拾
い
上
げ
え
て
い
る
か
ど
う
か

覚
束
な
い
︒
そ
う
思
う
の
は
筆
者
の
手
際
の
悪
さ
だ
け
を
い
う
の
で
は
な

く
︑
こ
の
作
品
は
︑
鈴
木
貞
美
氏
が
言
う
よ
う
に
﹁
ど
こ
ま
で
が
現
実
で

ど
こ
か
ら
が
幻
影
な
の
か
︑
一
向
に
判
然
と
し
な
い
﹂(1
)
と
も
い
え
る
か
ら

で
あ
る
︒

訪
れ
た
別
荘
で
吉
波
善
作
に
睨
み
つ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
︑︿
わ
た
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し
﹀
は
京
子
の
姿
を
想
い
描
く
の
だ
が
︑
そ
こ
で
立
ち
現
れ
た
京
子

の
姿
だ
け
が
幻
影
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
善
太
郎
の
面
立
ち
に
自
分
を

見
る
と
い
う
そ
れ
以
前
の
条
が
京
子
と
の
以
前
の
秘
密
の
関
係
が
呼

び
お
こ
し
た
錯
覚
な
の
か
︑
そ
も
そ
も
京
子
と
の
関
係
自
体
ひ
そ
か

な
懸
想
が
生
み
だ
し
た
妄
想
な
の
か
︑
い
や
︑
昼
寝
か
ら
覚
め
て
そ

こ
で
小
学
生
の
男
の
子
が
登
場
し
︑
男
の
子
を
善
太
郎
と
認
め
︑
そ

の
あ
と
を
つ
い
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
幻
想
の
世
界
へ
踏
み
入
る
と
も

読
め
る
し
︑
い
や
い
や
︑
一
切
が
山
桜
の
下
で
の
午
睡
の
夢
︑
と
読

ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
作
品
は
し
く
ま
れ
て
い
る
︒

本
作
品
は
︑﹁
わ
た
し
﹂
だ
け
が
﹁
幻
影
﹂
を
見
て
い
る
と
も
︑
善
太

郎
の
登
場
以
降
が
﹁
幻
想
の
世
界
﹂
で
あ
る
と
も
︑﹁
一
切
﹂
が
﹁
午
睡

の
夢
﹂
で
あ
る
と
も
読
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
鈴
木
氏
は
︑﹁
そ
も

そ
も
︿
わ
た
し
﹀
が
山
桜
の
下
へ
行
き
つ
く
は
め
に
な
つ
た
の
は
︿
ヂ
ェ

ラ
ー
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
の
せ
い
ら
し
い
﹀
と
あ
れ
ば
︑
こ

れ
が
幻
影
を
書
い
た
小
説
で
あ
る
こ
と
は
︑
最
初
か
ら
予
告
さ
れ
た
も
同

然
で
あ
っ
た
﹂
と
み
な
し
て
い
る
︒

以
後
︑
こ
の
作
品
は
︑
部
分
的
に
は
現
実
で
あ
り
部
分
的
に
は
そ
う
で

は
な
い
と
い
う
読
み
方
や
︑
全
て
が
現
実
で
は
な
い
と
い
う
読
み
方
が
示

さ
れ
て
い
る
︒
武
智
政
幸
氏
は
︑
吉
波
善
作
の
別
荘
で
の
場
面
に
つ
い
て
︑

﹁
現
実
と
幻
想
と
の
二
項
対
立
で
成
り
立
っ
て
い
る
﹂
と
し
︑﹁
善
作
が
現

実
︑
女
が
幻
想
と
な
る
﹂
と
み
な
し
て
い
る(2
)

︒
中
西
進
氏
は
︑
作
品
の
後

半
部
に
つ
い
て
﹁
桜
の
下
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
世
界
﹂
と
述

べ
︑
そ
れ
は
﹁
そ
れ
以
前
を
遮
断
し
た
︑
幻
想
的
な
世
界
﹂
で
あ
り
︑

﹁﹁
わ
た
し
﹂
の
空
想
と
し
て
常
日
頃
抱
い
て
い
た
世
界
ら
し
い
﹂
と
い
う

読
み
方
を
示
し
て
い
る(3
)
︒
善
作
は
﹁﹁
わ
た
し
﹂
の
想
念
の
中
で
は
い
つ

も
京
子
を
打
擲
し
て
﹂
お
り
︑
京
子
は
﹁
そ
れ
に
堪
え
て
い
る
﹂︑﹁
自
分

が
近
づ
く
と
呪
詛
を
も
っ
て
善
作
は
自
分
を
見
る
で
あ
ろ
う
﹂︑﹁
京
子
は

も
う
死
ん
で
い
る
﹂︑
﹁
し
か
し
な
お
善
作
は
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
池
の

鯉
を
い
じ
め
抜
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
﹂
︑
と
い
っ
た
読
み
方
で
あ
る
︒

中
西
氏
は
︑
本
作
品
に
お
け
る
山
桜
に
注
目
し
︑
こ
の
作
品
と
謡
曲
と
の

関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
︒﹁
桜
の
下
に
寝
て
夢
幻
の
中
に
さ
そ
わ
れ
て

い
く
と
い
う
こ
の
桜
は
︑
西
行
桜
や
雲
林
院
の
桜
の
よ
う
な
︑
謡
曲
の
桜

に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
︒
そ
し
て
中
西
氏
は
︑﹁
写
真
と
い
う
︑

現
実
に
一
つ
の
枠
ぐ
み
を
与
え
て
︑
現
実
の
一
部
で
は
あ
り
な
が
ら
ま
っ

た
く
別
の
現
実
感
を
与
え
る
機
能
に
︑
落
花
の
機
能
を
あ
て
は
め
た
見
事

さ
﹂
を
評
価
し
︑
﹁
落
花
が
視
野
を
お
お
っ
て
︑
否
応
な
し
に
現
実
か
ら

別
の
世
界
を
作
っ
て
し
ま
う
﹂
﹁︿
落
花
枠
﹀﹂
に
よ
っ
て
﹁﹁
わ
た
し
﹂
の
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秘
密
の
恋
が
顕
在
化
す
る
﹂
と
読
ん
で
い
る
︒

水
野
尚
氏
は
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
か
ら
の
影
響
を
よ
り
明
ら
か
に
示
し
た(4
)

︒

そ
の
う
ち
︑﹁
昭
和
四
年
に
発
表
さ
れ
た
小
川
泰
一
の
書
評
は
︑
当
時
の

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
観
を
知
る
上
で
興
味
深
い
﹂
と
し
︑﹁
夢
と
現
実
と
の
間
に

住
ん
で
︑
心
は
絶
え
ず
幻
想
に
満
ち
て
ゐ
な
が
ら
︑
一
度
筆
を
執
れ
ば
理

性
が
戻
つ
て
来
て
︑
書
く
自
己
は
他
の
自
己
の
狂
態
を
冷
静
に
観
察
し
て

節
度
あ
り
統
制
あ
る
文
体
を
物
し
て
行
く(5
)
﹂
と
い
う
箇
所
を
紹
介
し
て
い

る
点
に
注
目
し
た
い
︒
水
野
氏
は
﹁
夢
と
現
実
︑
理
性
と
狂
気
が
交
差
す

る
小
川
的
な
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
理
解
が
︑
石
川
淳
を
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
導
い
た
の

で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
︒
水
野
氏
は
ま
た
︑
小
林
秀
雄
が
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
基
づ
き
︑
狂
気
を
究
極
の
理
知
の
表
現
と
捉
え
︑
現
実
を
超
え
た
現

実
を
感
知
す
る
過
敏
な
神
経
を
中
心
に
据
え
た
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
像
を
提
出
し

て
い
る
﹂
と
い
う
︒
と
り
わ
け
﹁
様
々
な
る
意
匠
﹂
に
お
い
て
﹁
オ
ー
レ

リ
ア
﹂
の
一
節
﹁
こ
の
世
の
も
の
で
あ
ら
う
が
な
か
ら
う
が
︑
私
が
斯
く

も
明
瞭
に
見
た
処
を
︑
私
は
疑
ふ
事
は
出
来
ぬ
﹂
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
を
促
し
︑﹁
目
に
見
え
る
も
の
の
現
実
性
を
疑
わ
な
い
と
い
う

現
実
認
識
は
︑
石
川
を
深
く
捉
え
た
は
ず
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
の
は
興
味

深
い
︒

石
川
淳
が
︑
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
知
識
を
承
知
し
て
い

た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
水
野
氏
は
︑
石
川
淳
の
随
筆
で
あ
る

﹁
N
a
d
ja
に
ふ
れ
て(6
)

﹂
や
小
説
﹁
佳
人
﹂
﹁
葦
手
﹂
の
記
述
を
踏
ま
え
︑

﹁
石
川
に
と
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
現
実
を
超
え
た
﹁
超
﹂
現
実
等
と
云
う
必

要
は
な
く
︑
全
て
は
現
実
よ
り
他
な
い
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
彼
は
常
に
低
空

飛
行
の
飛
行
家

(の
弟
子
)
で
あ
り
︑
目
に
見
え
る
ま
ま
を
描
き
︑
そ
れ

が
現
実
で
も
あ
り
︑
幻
想
で
も
あ
る
よ
う
な
世
界
を
織
り
な
そ
う
と
す

る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
本
作
品
﹁
山
桜
﹂
に
つ
い
て
︑
現
実

か
そ
う
で
な
い
か
を
区
別
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
受

け
取
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
視
座
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
書
か
れ
た
こ
と
は
い
わ
ば
全
て
非
現
実
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
区

別
に
果
た
し
て
意
味
が
あ
る
の
か
と
考
え
る
︒
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
幻

想
と
︑
そ
う
で
は
な
い
現
実
が
あ
る
と
し
て
︑
ど
ち
ら
が
小
説
の
中
で
現

実
な
の
か
は
言
い
難
い
こ
と
で
あ
る
︒
善
太
郎
と
い
う
少
年
が
現
実
に
存

在
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
︑
そ
し
て
そ
の
少
年
の
顔
が
﹁
わ
た

し
﹂
に
本
当
に
似
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
︑
こ
の
作
品
で

は
﹁
わ
た
し
﹂
が
は
っ
き
り
と
自
分
と
同
じ
顔
を
持
つ
少
年
と
出
会
っ
た
︑

と
い
う
こ
と
が
重
大
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
作
品
は
︑
非
常
に
独
特
な
語
り
が
紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
で
展
開
し

て
お
り
︑
そ
の
こ
と
に
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
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え
る
︒
本
稿
の
初
め
に
こ
の
作
品
の
梗
概
を
示
す
こ
と
を
試
み
た
が
︑
そ

の
よ
う
に
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
場
合
成
り
立
つ
の

か
と
い
う
と
︑
こ
こ
に
は
考
え
て
み
る
べ
き
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
本
稿
で
は
︑
作
品
の
語
り
に
沿
っ
て
読
む
こ
と
を
試
み
︑
そ
の
性
質

を
考
察
し
︑
こ
の
作
品
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
︒

一

語
り
そ
の
も
の
に
よ
る
抵
抗

こ
の
作
品
の
第
一
文
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
多
々
認
め
ら
れ
る
︒

判
り
に
く
い
道
と
云
つ
て
も
か
う
し
て
図
に
描
け
ば
簡
単
だ
が
︑

ど
う
描
い
て
も
簡
単
に
し
か
描
け
な
い
と
す
れ
ば
こ
れ
は
よ
ほ
ど
判

り
に
く
い
道
に
相
違
い
な
く
︑
第
一
今
鉛
筆
描
の
略
図
を
頼
り
に
杖

の
先
で
地
べ
た
に
引
い
て
ゐ
る
直
線
や
曲
線
こ
そ
簡
単
ど
こ
ろ
か
︑

こ
の
中
に
は
丘
も
あ
る
し
林
も
あ
る
し
流
も
あ
る
し
人
家
も
あ
る
し
︑

し
か
も
そ
の
道
を
こ
れ
か
ら
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
身
と
す
れ
ば
そ
ろ
そ

ろ
茫
然
と
し
か
け
る
の
だ
が
︑
肝
腎
の
行
先
は
相
変
ら
ず
見
当
が
つ

か
ず
︑
わ
づ
か
に
測
定
し
得
た
か
と
思
は
れ
る
の
は
二
つ
の
点
︑
つ

ま
り
現
在
わ
た
し
の
ゐ
る
位
置
と
先
刻
電
車
を
降
り
た
国
分
寺
の
所

在
地
だ
け
で
あ
つ
た
︒

こ
の
長
い
一
文
は
︑
﹁
～
と
云
つ
て
も
～
だ
が
﹂︑
﹁
～
と
す
れ
ば
～
﹂︑

﹁
第
一
～
ど
こ
ろ
か
﹂
︑
﹁
し
か
も
～
と
す
れ
ば
～
だ
が
﹂︑
﹁
つ
ま
り
～
で

あ
つ
た
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
議
論
し
て
い
る
よ
う
な
口

調
で
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
︑
殆
ど
意
味
を

認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
は
︑﹁
判
り
に
く
い
道
﹂
を

﹁
簡
単
﹂
に
描
い
た
︱
︱
す
な
わ
ち
役
に
立
た
な
い
﹁
図
﹂
に
つ
い
て
言

及
さ
れ
︑
道
が
﹁
判
り
に
く
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
強
調

さ
れ
る
︒
そ
の
﹁
鉛
筆
描
の
略
図
を
頼
り
に
﹂
︑
地
面
に
も
複
雑
な
図
が

書
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
地
べ
た
﹂
と
い
う
言
葉
や
﹁
あ
る
し
﹂
と

い
う
表
現
の
四
度
の
繰
り
返
し
が
用
い
ら
れ
︑
語
り
に
平
俗
な
印
象
が
加

え
ら
れ
て
い
る
︒﹁
し
か
も
そ
の
道
を
こ
れ
か
ら
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
身
と

す
れ
ば
そ
ろ
そ
ろ
茫
然
と
し
か
け
る
﹂
と
続
け
ら
れ
る
︒﹁
判
り
に
く
い

道
﹂
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
︑
地
面
に
図
を
描
い
て
い
る
の
は
︑
当

然
﹁
そ
の
道
を
﹂
﹁
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
自
明
の

こ
と
が
﹁
と
す
れ
ば
﹂
と
い
う
仮
定
の
形
で
他
人
事
の
よ
う
に
突
き
放
し

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
そ
の
道
﹂
を
辿
ろ
う
と
い
う
意
志

を
う
か
が
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
役
に
立
た
な
い
地
図
に
︑
お
そ
ら
く

来
し
方
に
見
た
風
景
や
現
在
見
え
る
風
景
を
付
け
加
え
て
地
面
に
図
を
書

い
て
も
︑
そ
の
後
の
道
は
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
﹁
茫
然
と
し
か
け
る
﹂
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と
い
う
の
は
︑
た
だ
漠
然
と
行
く
先
の
複
雑
さ
や
遠
さ
を
想
像
し
て
の
こ

と
で
あ
る
︒﹁
肝
腎
の
行
先
は
相
変
ら
ず
見
当
が
つ
か
﹂
な
い
と
い
う
こ

と
は
︑﹁
わ
づ
か
に
測
定
し
得
た
か
と
思
は
れ
る
﹂
こ
と
を
頼
り
に
す
る

し
か
な
い
が
︑
そ
れ
は
﹁
現
在
わ
た
し
の
ゐ
る
位
置
﹂
と
﹁
先
刻
電
車
を

降
り
た
国
分
寺
の
所
在
地
だ
け
﹂
で
あ
る
︒﹁
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
い

う
表
現
や
︑﹁
わ
づ
か
に
測
定
し
得
た
か
と
思
は
れ
る
の
は
二
つ
の
点
﹂

の
﹁
測
定
﹂
や
﹁
点
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
や
や
硬
い
印
象
を
与
え
る
︒
こ

の
議
論
は
︑
い
た
っ
て
真
面
目
に
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
実
際
に
役

に
立
つ
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
︒

書
き
出
し
の
一
文
で
は
︑﹁
わ
た
し
﹂
が
ど
こ
か
目
的
地
に
行
こ
う
と

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑﹁
判
り
に
く
い
道
﹂
で
あ
る
こ
と
︑

﹁
行
先
﹂
の
﹁
見
当
が
つ
か
﹂
な
い
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
︑
そ

れ
を
解
消
す
る
手
立
て
は
講
じ
ら
れ
ず
︑
目
的
地
に
辿
り
着
こ
う
と
い
う

﹁
わ
た
し
﹂
の
意
志
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹁
わ
た
し
﹂
に
分

か
っ
て
い
る
﹁
二
つ
の
点
﹂
を
結
べ
ば
帰
り
道
で
あ
る
よ
う
に
︑
む
し
ろ

明
瞭
に
帰
り
の
方
向
だ
け
が
意
識
さ
れ
て
い
る
︒
行
き
た
く
な
い
と
述
べ

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
第
一
文
で
は
︑﹁
わ
た
し
﹂
が
目
ざ

す
場
所
に
行
き
た
く
な
い
︑
と
い
う
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒

第
一
文
の
後
︑
ま
も
な
く
述
べ
ら
れ
る
の
が
次
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
と
云
ふ
の
も
初
め
て
の
判
り
に
く
い
道
を
御
丁
寧
に
も
さ
ら
に

あ
ら
ぬ
方
へ
と
踏
み
迷
つ
た
た
め
で
︑
そ
の
元
は
一
本
の
山
桜
の
せ

ゐ
だ
が
︑
抑
々
ど
う
し
て
こ
ん
な
思
ひ
が
け
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
出
て

来
た
か
と
云
ふ
に
︑
こ
れ
は
畢
竟
ヂ
ェ
ラ
ア
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル

の
マ
ン
ト
の
せ
ゐ
ら
し
い
︒

こ
こ
で
語
り
は
︑
現
在
の
﹁
わ
た
し
﹂
の
状
態
の
理
由
を
探
る
よ
う
に

過
去
に
遡
る
︒
語
ら
れ
る
に
つ
れ
て
﹁
わ
た
し
﹂
と
い
う
存
在
が
奥
行
き

を
持
っ
て
く
る
︒
ま
ず
︑
道
を
﹁
踏
み
迷
つ
た
﹂
原
因
と
し
て
︑
こ
の
作

品
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
山
桜
に
触
れ
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
﹁
抑
々
﹂

﹁
こ
ん
な
思
ひ
が
け
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
出
て
来
た
﹂
の
は
︑
﹁
畢
竟
ヂ
ェ
ラ

ア
ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
の
せ
ゐ
ら
し
い
﹂
と
続
け
ら
れ
る
︒

山
桜
に
は
深
入
り
せ
ず
︑
語
り
は
ま
る
で
そ
れ
を
通
り
過
ぎ
る
よ
う
で
あ

る
︒
現
在
の
﹁
わ
た
し
﹂
の
状
態
︱
︱
﹁
ど
う
し
て
こ
ん
な
思
ひ
が
け

ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
出
て
来
た
か
﹂
︱
︱
の
原
因
の
追
及
は
︑
﹁
ネ
ル
ヴ
ァ

ル
の
マ
ン
ト
﹂
へ
言
及
さ
れ
る
こ
と
で
停
止
さ
れ
︑
そ
れ
が
す
べ
て
の
始

ま
り
と
さ
れ
る
︒

石
川
淳
﹁
山
桜
﹂
論

一
一
一



こ
の
作
品
で
は
︑
山
桜
に
つ
い
て
︑
ま
ず
は
そ
れ
に
よ
っ
て
道
を
﹁
踏

み
迷
つ
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
以
上
は
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑

﹁
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
﹂
に
つ
い
て
の
言
及
が
始
め
ら
れ
る
︒﹁
ネ
ル

ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
﹂
は
山
桜
か
ら
目
を
逸
ら
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し

て
い
る
︒
続
く
箇
所
で
﹁
わ
た
し
﹂
は
︑﹁
何
も
か
も
あ
の
せ
ゐ
こ
の
せ

ゐ
と
傍は
た

に
か
づ
け
る
の
は
気
の
さ
す
話
だ
が
﹂
と
︑
原
因
を
追
及
し
て
い

く
と
い
う
自
分
の
説
明
の
仕
方
に
満
足
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
り

つ
つ
︑﹁
昨
日
﹂﹁
街
中
へ
さ
迷
ひ
出
た
の
は
ま
さ
し
く
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ

ン
ト
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
つ
た
﹂
と
繰
り
返
す
︒
そ
し
て
そ
の
後
続
け
ら

れ
る
の
が
︑﹁
と
こ
ろ
で
こ
の
マ
ン
ト
と
云
ふ
や
つ
に
は
格
別
の
仔
細
は

な
く
﹂
と
い
う
文
言
で
あ
る
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
曾
て
読
ん
だ
或
る
本
﹂

の
﹁
短
い
文
句
が
不
思
議
に
も
頭
の
中
に
沁
み
入
り
﹂︑﹁
魔
法
に
か
か
つ

た
や
う
に
﹂﹁
怪
し
い
熱
に
浮
か
さ
れ
て
外
へ
駆
け
出
て
し
ま
ふ
﹂
と
い

う
︒
ま
た
︑﹁
何
と
も
え
た
い
の
知
れ
ぬ
﹂﹁
発
作
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
こ

の
﹁
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
﹂
に
起
因
す
る
彷
徨
は
︑﹁
不
思
議
﹂
さ
を

強
調
し
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
説
で
は
︑
冒
頭
か
ら
無
計
画
に
始
め

ら
れ
た
よ
う
な
平
俗
な
語
り
口
に
︑﹁
傍は
た

に
か
づ
け
る
の
は
気
の
さ
す
話

だ
が
﹂
と
︑
語
ら
れ
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
出
自
に
起
因
す
る
ら
し
い
語
り
の

伝
法
な
口
調
が
加
わ
る
︒
更
に
そ
こ
に
高
尚
な
教
養
に
由
来
す
る
ら
し
い

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
の
名
前
が
現
れ
る
︒
し
か
し
そ
こ
に
深
く
は
立
ち
入
る

こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
名
の
輪
郭
を
消
し
ゴ
ム
で
消
し
て
い
く
よ
う

で
あ
る
︒

再
び
山
桜
に
つ
い
て
言
及
が
始
め
ら
れ
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
︒

掌
で
地
を
打
つ
て
あ
ほ
む
け
に
ふ
り
仰
ぐ
中
空
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
山
桜

の
す
が
た
⁝
⁝
こ
れ
と
て
も
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
同
様
何
の
た
わ

い
も
な
い
こ
と
で
︑
さ
き
ほ
ど
原
中
の
道
の
岐
れ
目
で
一
本
の
山
桜

を
見
た
と
云
ふ
だ
け
の
話
で
あ
る
︒

も
つ
と
も
多
少
の
因
縁
と
云
へ
ば
︑
わ
た
し
は
も
う
十
一
二
年
ば

か
り
前
青
山
の
判
事
の
家
で
庭
に
た
だ
一
本
の
山
桜
の
下
に
判
事
の

娘
の
京
子
を
立
た
せ
て
写
真
を
撮
つ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
︒

｢わ
た
し
﹂
は
こ
こ
で
︑﹁
さ
き
ほ
ど
原
中
の
道
の
岐
れ
目
で
﹂﹁
見
た
﹂

山
桜
を
﹁
あ
ほ
む
け
に
ふ
り
仰
ぐ
中
空
に
﹂
見
て
お
り
︑
幻
を
見
て
い
る
︒

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
︑﹁
何
の
た
わ
い
も
な
い
こ
と
﹂
や
﹁
と
云
ふ
だ
け

の
話
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
い
方
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
山
桜
の

下
に
﹁
京
子
を
立
た
せ
て
写
真
を
撮
つ
た
こ
と
﹂
が
︑﹁
多
少
の
因
縁
﹂

と
こ
と
わ
ら
れ
な
が
ら
述
べ
ら
れ
る
︒
繰
り
返
し
は
ぐ
ら
か
さ
れ
ご
ま
か
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さ
れ
る
こ
と
が
︑
逆
に
そ
の
重
要
性
を
指
し
示
し
て
い
る
︒
山
桜
に
触
れ

た
く
な
い
の
は
︑
そ
れ
が
京
子
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
分
か

る
︒
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
だ
け
に
一
層
︑

京
子
の
写
真
を
撮
っ
た
件
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

従
来
︑
こ
の
作
品
か
ら
︑
京
子
に
対
す
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
愛
情
や
執
着

が
読
み
取
ら
れ
て
来
た
︒
鈴
木
貞
美
氏
は
京
子
を
﹁
脳
裡
を
離
れ
な
い
想

い
女(
1
)
﹂
と
捉
え
︑
中
西
進
氏
も
﹁
わ
た
し
﹂
の
京
子
へ
の
﹁
思
慕(3
)
﹂
を
読

み
取
っ
て
い
る
︒
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は
疑
い
得
な

い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
は
決
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
書
か
れ
る
こ

と
は
な
い
︒
続
く
箇
所
で
は
︑﹁
し
か
し
先
刻
道
ば
た
の
山
桜
の
下
に
佇

ん
だ
時
︑
わ
た
し
は
京
子
の
回
想
と
云
ふ
よ
り
も
思
ひ
が
け
な
く
写
真
機

の
亡
霊
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
つ
た
の
だ
﹂
と
い
う
︒
山
桜
に
よ
っ
て
京

子
を
回
想
す
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
ら
ず
︑﹁
一
目
千
本
﹂
の
山
桜
の
幻

は
︑﹁
写
真
機
の
亡
霊
﹂
に
よ
っ
て
見
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒

﹁
写
真
機
の
亡
霊
﹂
と
い
う
存
在
も
ま
た
︑﹁
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
﹂
同

様
︑
京
子
と
の
思
い
出
を
は
ぐ
ら
か
し
た
い
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
の
だ

と
考
え
る
︒
こ
の
作
品
で
は
︑
京
子
と
い
う
女
性
へ
の
﹁
わ
た
し
﹂
の
深

い
関
心
が
隠
し
つ
つ
語
ら
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
指
し
示
す
こ
と
に

な
っ
て
い
る
︒

京
子
と
の
思
い
出
が
﹁
十
一
二
年
ば
か
り
前
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
し
た
い
︒
い
い
加
減
な
よ
う
で
い
て
︑
一
般
的
に
は
一
〇
年
ば

か
り
前
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
実
は
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

﹁
わ
た
し
﹂
は
必
ず
し
も
吉
波
の
別
荘
を
訪
れ
る
理
由
を
持
た
な
い
︒﹁
退

職
判
事
﹂
に
借
金
を
申
し
込
み
︑﹁
何
に
す
る
﹂
と
問
わ
れ
た
際
︑﹁
わ
た

し
﹂
は
﹁
洋
服
を
質
か
ら
出
す
ん
で
す
﹂
と
答
え
て
い
る
︒﹁
わ
た
し
﹂

は
﹁
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
の
マ
ン
ト
﹂
に
よ
っ
て
﹁
外
へ
駆
け
出
て
﹂︑
巡
査
に

﹁
不
審
﹂
に
思
わ
れ
た
め
︑﹁
世
間
並
の
実
直
な
服
装
﹂
の
必
要
を
意
識
し

た
︒
す
る
と
︑﹁
鉛
筆
描
の
略
図
に
添
へ
て
出
さ
れ
た
十
円
札
で
怪
し
げ

な
身
な
り
を
整
へ
﹂
た
以
上
︑
も
は
や
吉
波
の
別
荘
を
訪
ね
る
理
由
は
な

く
な
っ
て
い
る
︒
﹁
わ
た
し
﹂
は
実
は
必
ず
し
も
こ
の
﹁
判
り
に
く
い
道
﹂

を
﹁
辿
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
身
﹂
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
帰
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
︒
既
に
述
べ
た
通
り
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
帰
り
道

の
見
当
は
つ
い
て
い
る
︒
こ
の
小
説
で
は
﹁
初
め
て
の
判
り
に
く
い
道
を

御
丁
寧
に
も
さ
ら
に
あ
ら
ぬ
方
へ
と
踏
み
迷
つ
た
﹂︑
﹁
ふ
は
ふ
は
こ
こ
ま

で
迷
ひ
こ
ん
だ
始
末
﹂
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
が
︑
実
は
﹁
迷
﹂
っ
て

い
る
と
い
う
の
は
﹁
わ
た
し
﹂
の
置
か
れ
た
状
況
を
正
確
に
表
現
し
た
言

葉
で
は
な
い
︒
﹁
わ
た
し
﹂
は
吉
波
の
別
荘
に
行
き
た
く
な
く
︑
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
︒
そ
れ
で
も
﹁
わ
た
し
﹂
は
立
ち
去
り
難
く
山
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桜
の
幻
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒

｢わ
た
し
﹂
が
京
子
の
写
真
を
撮
っ
た
こ
と
は
︑
京
子
が
善
作
と
結
婚

す
る
こ
と
と
つ
な
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

た
ぶ
ん
京
子
が
そ
の
春
結
婚
す
る
前
に
︑
こ
れ
も
わ
た
し
の
遠
縁
に

当
る
吉
波
︑
現
在
は
予
備
の
騎
兵
大
佐
で
某
肥
料
会
社
の
重
役
を
勤

め
て
ゐ
る
善
作
の
も
と
へ
嫁
ぐ
前
に
︑
紀マ
マ

念
の
た
め
と
云
ふ
の
で
も

あ
つ
た
か
[略
]

こ
の
作
品
は
︑
地
図
の
や
や
こ
し
さ
︑
す
な
わ
ち
吉
波
の
別
荘
へ
の
道

筋
の
分
か
り
に
く
さ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
︒
こ
の
時
︑

帰
り
の
方
向
が
意
識
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑﹁
懷
に
は
も
う
帰
り

の
電
車
賃
し
か
残
つ
て
は
ゐ
ず
︑
し
か
も
尋
ね
る
吉
波
善
作
の
別
荘
は
ど

の
方
角
や
ら
︑
辛
う
じ
て
判
つ
た
の
が
前
に
述
べ
た
二
つ
の
地
点
だ
け
と

す
れ
ば
︑
も
は
や
こ
の
二
点
を
結
ぶ
直
線
を
辿
り
返
す
よ
り
仕
方
な
く
︑

駅
か
ら
は
ま
た
電
車
で
お
茶
の
水
ま
で
逆
戻
り
を
す
る
ば
か
り
﹂
や
︑

﹁
ま
だ
残
つ
て
い
る
煙
草
が
尽
き
た
ら
ば
帰
る
ま
で
の
こ
と
︑
晩
に
は
ま

た
洋
服
を
元
に
納
め
て
安
酒
で
も
﹂
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
︑
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
ど
う
や
ら
わ
た
し
は
吉
波
の
家

を
訪
れ
る
こ
と
は
気
が
進
ま
な
い
ら
し
く
も
あ
る
が
︑﹂
と
述
べ
る
に
至

る
︒
自
分
の
気
持
ち
に
つ
い
て
他
人
事
の
よ
う
に
語
り
︑
そ
れ
に
更
に

﹁
そ
れ
よ
り
も
第
一
今
日
の
糧
に
も
窮
す
る
身
の
上
で
あ
り
な
が
ら
銀
貨

の
夢
で
も
見
る
こ
と
がマ

マ

︑(7
)

﹂
と
続
け
ら
れ
︑
す
ぐ
に
別
の
話
に
移
っ
て
い

く
︒
こ
こ
で
も
冒
頭
か
ら
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
は
ぐ
ら
か
し
が
見
ら
れ
る

が
︑
善
作
を
訪
ね
る
こ
と
が
気
に
染
ま
な
い
こ
と
は
︑
い
っ
た
ん
言
葉
に

さ
れ
る
︒
冒
頭
か
ら
の
︑
道
の
わ
か
り
に
く
さ
の
議
論
は
︑
と
り
わ
け
︑

分
か
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
ま
で
に
や
っ
て
来
た
道
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
が

意
味
し
て
い
た
の
は
︑
道
を
先
に
進
み
た
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
︒
善
作
の
家
に
は
京
子
が
い
る
︒﹁
わ
た
し
﹂
が
善
作

の
別
荘
に
行
き
た
く
な
い
ら
し
い
に
も
拘
ら
ず
︑
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く

の
は
京
子
の
せ
い
で
あ
る
こ
と
が
読
む
者
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

二

た
ど
り
着
く
小
説

こ
の
作
品
の
前
半
部
は
︑
初
め
に
述
べ
た
梗
概
の
よ
う
に
あ
ら
す
じ
を

ま
と
め
る
こ
と
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
︒
後
半
部
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
︒
﹁
わ
た
し
﹂
は
善
太
郎
に
導
か
れ
て
到
着
し
た
吉
波
善

作
の
別
荘
で
︑
﹁
門
内
の
立
木
の
間
を
歩
き
つ
つ
﹂﹁
太
陽
に
近
づ
く
イ
カ

ル
さ
な
が
ら
﹂
の
﹁
苦
し
さ
﹂
を
感
じ
る
︒
﹁
欄
干
に
蔽
ひ
か
ぶ
さ
る
葉
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ご
も
り
を
透
し
て
二
つ
の
眼
が
爛
々
と
こ
ち
ら
を
睨
ん
で
ゐ
た
﹂
の
で
あ

り
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
善
作
の
﹁
視
線
の
鋭
さ
烈
し
さ
に
突
然
魔
物
に
で
も

出
会
つ
た
ご
と
く
狼
狽
﹂
す
る
︒
善
作
は
﹁
呪
詛
に
満
ち
み
ち
﹂
て
﹁
手

を
振
り
か
ざ
し
﹂︑﹁
ぴ
し
や
り
と
云
ふ
音
が
響
﹂
く
︒
そ
れ
は
﹁
ま
さ
し

く
憎
悪
を
も
つ
て
人
の
生
身
を
打
つ
音
﹂
で
あ
り
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
ど

き
ん
と
息
を
つ
ま
ら
せ
﹂︑
京
子
が
打
た
れ
た
の
だ
と
悟
る
︒
こ
れ
が
善

作
の
別
荘
で
﹁
わ
た
し
﹂
が
直
面
す
る
第
一
の
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑

﹁
わ
た
し
﹂
は
︑﹁
危
く
の
け
反
ら
う
と
す
る
体
を
ぐ
つ
と
踏
み
こ
た
へ
﹂︑

善
太
郎
の
﹁
小
さ
な
肩
に
縋
﹂
る
と
︑
そ
の
顔
に
自
分
の
顔
を
見
出
す
︒

こ
の
時
顔
と
顔
を
ひ
た
と
突
き
合
せ
る
や
︑
ど
こ
の
悪
魔
の
不
意
打

か
︑
わ
た
し
は
う
う
ん
と
恐
怖
の
呻
き
を
上
げ
て
︑
奈
落
に
陥
る
ば

か
り
顛
倒
し
て
し
ま
つ
た
︒
今
眼
の
あ
た
り
に
見
る
顔
は
わ
た
し
の

顔
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
︒
時
々
鏡
の
裡
に
見
か
け
る
顔
︑

ま
が
ふ
方
な
い
わ
た
し
自
身
の
相
好
な
の
だ
︒

そ
し
て
﹁
実
は
さ
き
ほ
ど
原
の
中
で
善
太
郎
の
顔
を
見
た
際
︑
故
知
ら

ず
胸
を
と
ど
ろ
か
し
︑
い
や
︑
こ
れ
は
京
子
の
幻
に
脅
か
さ
れ
た
か
︑
と

ん
だ
通
俗
小
説
の
一
場
面
を
演
じ
た
も
の
か
な
と
苦
笑
し
た
﹂
と
︑
漸
く

京
子
と
の
関
わ
り
が
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
︒

こ
の
時
ま
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
遡
っ
て
善
太
郎
と
の
出

会
い
の
場
面
を
確
認
し
直
す
と
︑
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
︒

わ
た
し
は
善
太
郎
と
一
所
に
歩
き
出
し
た
が
︑
そ
れ
は
殆
ど
わ
た
し

独
り
で
歩
い
て
行
つ
た
や
う
な
も
の
だ
︒
原
を
横
ぎ
り
な
が
ら
前
に

ち
ら
つ
く
小
型
自
転
車
の
赤
い
色
こ
そ
眼
に
残
つ
て
ゐ
る
が
︑
子
供

が
何
を
話
し
か
け
た
か
︑
そ
れ
に
ど
ん
な
受
け
応
へ
を
し
た
か
︑
或

は
黙
つ
た
ま
ま
で
ゐ
た
か
甚
だ
お
ぼ
ろ
げ
な
の
だ
︒
実
は
こ
の
時
気

に
な
り
か
け
た
の
は
靴
の
裏
皮
の
こ
と
で
︑
[略
]

善
太
郎
と
吉
波
の
別
荘
へ
向
か
っ
て
い
る
間
︑﹁
殆
ど
わ
た
し
独
り
で

歩
い
て
行
つ
た
や
う
な
も
の
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
と
き
の
様
子
が
﹁
甚
だ
お

ぼ
ろ
げ
﹂
だ
と
い
う
点
は
︑
善
太
郎
の
顔
に
京
子
の
面
影
を
見
出
し
て

﹁
胸
を
と
ど
ろ
か
﹂
せ
た
結
果
で
あ
る
と
解
釈
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
そ
の
解
釈
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
︑﹁
靴
の
裏
皮
の
こ
と
﹂

へ
の
言
及
が
始
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
﹁
京
子
の
幻
に
脅
か
さ
れ

た
﹂
と
い
う
こ
と
は
読
み
取
ら
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
他
に
も
あ
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る
︒﹁
わ
た
し
﹂
が
親
戚
の
﹁
退
職
判
事
﹂
か
ら
吉
波
の
別
荘
を
訪
ね
る

よ
う
に
言
わ
れ
た
際
︑﹁
わ
た
し
﹂
が
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
に
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
︒﹁
退
職
判
事
﹂
と
の
場
面
は
短
い
会
話
文
を
連
ね
る

こ
と
で
書
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
可
能
に
し
て
い
る
︒

語
り
は
事
態
の
本
当
の
こ
と
を
語
ら
な
い
よ
う
に
進
ん
で
き
た
︒
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
話
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
全
て
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
︒
こ
の
作
品
で
は
︑
京
子
に
つ
い
て
触
れ
た
く
な
い
﹁
わ
た
し
﹂
が
︑

彼
女
の
方
へ
導
か
れ
︑
彼
女
に
つ
い
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
︒

善
作
の
別
荘
で
第
三
に
﹁
わ
た
し
﹂
が
直
面
す
る
の
は
︑﹁
京
子
は
声

を
か
け
る
は
お
ろ
か
ふ
り
向
い
て
さ
へ
く
れ
﹂
ず
︑
京
子
の
顔
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑﹁
か
う
し
て
眼
の

あ
た
り
に
京
子
を
見
つ
め
な
が
ら
︑
藍
地
に
青
海
波
の
著
物
の
模
様
は
徒

ら
に
鮮
や
か
で
も
冷
い
横
顔
は
葉
が
く
れ
に
白
く
ち
ら
ち
ら
す
る
ば
か
り

で
︑
そ
れ
さ
へ
空
の
碧
に
融
け
が
ち
の
始
末
で
あ
る
﹂
と
繰
り
返
し
述
べ

ら
れ
る
︒
こ
こ
で
︑﹁
し
か
し
わ
た
し
に
と
つ
て
こ
れ
は
意
外
の
京
子
で

は
な
い
﹂
と
︑
京
子
と
の
関
わ
り
が
更
に
明
か
さ
れ
る
︒﹁
わ
た
し
は

時
々
独
り
紙
を
伸
べ
て
京
子
の
姿
を
描
き
か
け
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
︑

い
つ
も
紙
の
上
に
印
さ
れ
る
の
は
著
物
を
き
た
女
の
形
だ
け
で
︑
肝
腎
の

顔
の
線
は
ど
う
探
つ
て
も
満
足
に
引
か
れ
た

例
た
め
し

が
な
く
﹂︑
﹁
首
の
な
い

女
の
像
﹂
を
描
い
て
い
た
と
い
う
︒

次
の
記
述
に
も
注
意
し
た
い
︒

こ
の
時
わ
た
し
の
想
像
の
中
で
は
わ
た
し
は
善
太
郎
の
手
を
振
り
切

つ
て
驀
ら
に
門
外
へ
駆
け
出
し
て
ゐ
た
に
も
係
ら
ず
︑
い
つ
か
雲
を

踏
む
や
う
な
足
ど
り
で
玄
関
を
過
ぎ
露
台
へ
通
ず
る
階
段
を
上
つ
て

ゐ
た
と
云
ふ
の
は
も
う
人
の
示
す
指
先
よ
り
ほ
か
わ
た
し
に
は
方
向

が
⁝
⁝
⁝
い
や
︑
無
意
味
な
こ
と
を
喋
り
出
し
た
も
の
だ
︑
今
時
分

方
向
の
あ
る
な
し
が
ど
う
し
た
と
云
ふ
の
だ
︒
実
は
ポ
オ
の
書
い
た

或
る
人
物
の
や
う
に
わ
た
し
は
こ
こ
で
我
身
が
独
楽
に
な
つ
た
と
思

ひ
こ
み
︑
ぶ
ん
ぶ
ん
体
を
振
り
廻
し
か
ね
な
い
状
態
で
あ
つ
た
が
︑

か
う
し
て
階
段
の
上
に
立
つ
た
わ
た
し
は
鶯
の
谷
渡
り
と
で
も
云
ふ

独
楽
の
す
が
た
で
︑
夢
う
つ
つ
の
堺
の
糸
に
乗
り
な
が
ら
︑
あ
れ
よ

と
見
る
間
に
辷
り
の
ぼ
る
自
分
を
ど
う
し
よ
う
も
な
か
つ
た
︒

こ
こ
で
は
︑
自
分
の
想
像
の
中
で
は
吉
波
の
別
荘
か
ら
走
り
去
っ
て
い

る
に
も
拘
ら
ず
︑
な
ぜ
か
身
体
は
意
志
に
背
い
て
勝
手
に
階
段
を
滑
り

昇
っ
て
い
く
と
い
う
逆
行
す
る
表
現
が
︑
ポ
ー
の
小
説
の
中
の
独
楽
の
よ
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う
に
回
転
し
つ
つ
移
動
す
る
人
間
の
姿
に
言
及
し
つ
つ
行
わ
れ
て
い
る
︒

こ
の
ポ
ー
の
作
品
に
つ
い
て
は
本
論
の
末
尾
で
補
論
す
る
︒

本
作
品
に
お
い
て
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
が
な
い
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
善
作
が
そ
の
粗
野
な
愛
情
を
捧
げ
つ

く
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
妻
を
︑
な
ん
で
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
﹂
と

述
べ
て
い
た
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
︑﹁
か
う
し
て
善
太
郎
と
わ
た
し
が
並
ん
だ

と
こ
ろ
を
眺
め
て
は
善
作
の
眼
が
呪
詛
に
輝
き
出
す
の
も
無
理
で
は
な

い
﹂︑﹁
い
や
︑
い
や
︑
そ
ん
な
筈
は
な
い
﹂︑﹁
こ
れ
は
わ
た
し
一
人
に
と

つ
て
の
不
意
打
で
し
か
な
く
︑
吉
波
一
家
に
あ
つ
て
は
も
は
や
疑
惑
嫉
妬

な
ど
と
云
ふ
生
や
さ
し
い
漣
を
越
え
た
命
取
り
の
渦
潮
な
の
だ
﹂
と
︑
考

え
を
め
ぐ
ら
せ
て
︑
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
く
︒

し
か
し
︑
結
末
に
至
る
ま
で
﹁
わ
た
し
﹂
は
決
し
て
そ
の
こ
と
に
成
功
す

る
こ
と
が
な
い
︒﹁
わ
た
し
﹂
が
﹁
ポ
オ
の
書
い
た
或
る
人
物
﹂
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
る
箇
所
の
直
前
で
は
︑﹁
方
向
﹂
と
い
う
言
葉
が
二
度
繰
り
返

さ
れ
︑﹁
方
向
の
あ
る
な
し
が
ど
う
し
た
と
云
ふ
の
だ
﹂
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
冒
頭
で
﹁
わ
た
し
﹂
が
﹁
行
先
﹂
の
﹁
見
当
が
つ

か
ず
﹂︑﹁
測
定
し
得
た
﹂﹁
二
つ
の
点
﹂
に
よ
っ
て
帰
り
道
を
意
識
し
て

い
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
こ
で
﹁
わ
た
し
﹂
は
︑﹁
こ

れ
以
上
の
難
問
は
な
﹂
か
っ
た
と
い
う
﹁
行
先
﹂
が
判
ら
な
い
こ
と
も
︑

帰
り
の
方
向
も
関
心
の
埒
外
に
あ
る
︒
そ
し
て
︑
京
子
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て

呼
び
か
け
て
い
た
こ
と
を
善
作
に
知
ら
れ
る
と
︑﹁
も
う
一
歩
を
踏
み
出

す
力
も
失
せ
て
︑
ど
こ
で
ど
ん
な
位
置
に
お
か
れ
て
ゐ
や
う
と
構
い
な
﹂

い
と
述
べ
ら
れ
る
︒
﹁
ど
ん
な
頼
り
な
い
言
葉
の
藁
ぎ
れ
で
も
掴
み
た
い

と
喘
い
で
ゐ
る
有
様
﹂
と
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
言
葉
を
失
う
︒
も
は
や
金
銭

を
無
心
す
る
言
葉
さ
え
﹁
わ
た
し
﹂
か
ら
出
て
こ
な
く
な
る
︒﹁
わ
た
し

は
痴
呆
症
だ
と
い
よ
い
よ
相
場
が
決
ま
﹂
り
︑﹁
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
﹂﹁
覚

悟
の
定
め
や
う
が
あ
ら
う
に
﹂
と
考
え
る
が
︑
そ
の
考
え
は
機
関
車
で
遊

ぶ
善
太
郎
の
声
に
よ
っ
て
破
ら
れ
︑
﹁
そ
の
覚
悟
に
辿
り
著
く
ま
で
の
ゆ

と
り
も
﹂
﹁
与
へ
ら
れ
な
﹂
い
︒

｢わ
た
し
﹂
は
﹁
ぼ
ん
や
り
と
﹂
﹁
小
さ
な
汽
車
の
動
く
の
を
眺
め
始

め
﹂
る
と
︑﹁
突
然
﹂
善
太
郎
が
﹁﹁
パ
パ
︑
パ
パ
﹂
と
手
を
叩
き
な
が
ら

躍
り
出
し
﹂︑
善
作
が
﹁
こ
ち
ら
に
背
中
を
向
け
て
石
の
上
に
腰
か
け
︑

鞭
を
ふ
る
つ
て
ぴ
し
や
り
ぴ
し
や
り
と
水
の
面
を
打
﹂
ち
︑﹁
水
の
し
ぶ

き
の
中
で
い
く
つ
か
の
緋
鯉
の
鱗
が
刎
ね
返
つ
て
光
る
﹂
の
を
目
に
す
る
︒

こ
の
善
作
の
姿
が
︑﹁
わ
た
し
﹂
が
突
き
付
け
ら
れ
る
も
の
の
第
四
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
抑
々
初
め
か
ら
訳
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と
づ

く
め
﹂
で
あ
り
︑
﹁
け
ら
け
ら
と
笑
つ
て
や
れ
と
﹂
﹁
天
地
の
開
け
る
思
ひ

を
な
﹂
す
が
︑
﹁
う
し
ろ
を
振
り
向
く
と
﹂
京
子
の
姿
が
﹁
拭
い
た
や
う
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に
消
え
失
せ
︑
下
枝
の
葉
が
二
三
片
風
に
落
ち
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
つ

た
﹂︒
以
上
︑
善
作
の
別
荘
で
﹁
わ
た
し
﹂
は
大
き
く
五
つ
の
こ
と
に
直

面
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
︒
こ
の
小
説
の
最
後
の
一
文
は
次
の
よ
う

で
あ
る
︒

そ
の
時
は
つ
と
︑
さ
う
だ
︑
京
子
は
去
年
の
く
れ
肺
炎
で
確
か
に
死

ん
で
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
だ
︑
全
く
さ
う
だ
つ
た
と
︑
ぴ
ん
と
鳴
ら
す

指
の
音
で
鼻
面
を
打
た
れ
た
ご
と
く
︑
わ
た
し
の
眼
路
の
か
ぎ
り
に

立
ち
罩
め
た
霧
は
今
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
散
り
か
け
る
の
で
あ
つ
た
が
︑

さ
て
そ
ん
な
に
も
明
る
い
光
線
の
下
で
ま
だ
頑
な
に
鞭
を
ふ
る
つ
て

ゐ
る
善
作
の
背
中
の
表
情
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
立
ち

至
つ
た
か
と
思
へ
ば
︑
ほ
つ
と
一
息
入
れ
る
束
の
間
の
安
息
と
て
は

な
く
︑
わ
た
し
は
襟
元
が
ぞ
く
ぞ
く
し
て
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
で

し
ま
つ
た
︒

｢わ
た
し
﹂
が
最
後
に
た
ど
り
着
く
の
は
︑
京
子
の
死
と
﹁
鞭
を
ふ
る
﹂

う
善
作
の
姿
で
あ
り
︑﹁
束
の
間
の
安
息
﹂
は
最
後
ま
で
得
ら
れ
ず
﹁
そ

の
場
に
立
ち
す
く
﹂
む
︒﹁
わ
た
し
﹂
に
と
っ
て
京
子
は
︑
決
し
て
触
れ

た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
触
れ
な
い
ま
ま
で
は
い
ら
れ
ず
︑
そ

こ
に
た
ど
り
着
か
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
作
品

は
京
子
と
い
う
女
性
に
対
す
る
深
い
関
心
に
よ
っ
て
書
き
進
め
ら
れ
て
い

る
︒
恋
す
る
女
が
顔
を
見
せ
ず
︑
過
去
に
お
い
て
も
死
ん
で
い
る
︒
記
憶

に
残
る
の
は
打
擲
さ
れ
る
姿
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
は
︑
何
も
言
わ
な

い
形
で
︑
失
わ
れ
た
恋
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
︒
本
作
品
は
︑
作
家
と
し

て
踏
み
出
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
石
川
淳
の
︑
力
を
込
め
た
恋
愛
小
説

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

三

｢

筆
が
文
字
を
記
す
に
つ
れ
て
考
へ
る
﹂

作
家
は
︑
作
品
に
つ
い
て
何
か
理
論
的
な
基
礎
を
な
す
考
え
を
持
つ
の

だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
作
品
を
書
く
た
め
の
基
本
的
な
態
勢
を
整
え
て
か

ら
作
品
を
書
き
始
め
る
の
だ
ろ
う
か
︒
時
に
︑
作
品
を
可
能
性
と
し
て
支

え
て
い
る
も
の
の
考
え
方
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
作
家
が

お
り
︑
石
川
淳
は
そ
の
よ
う
な
作
家
で
あ
る
︒
理
論
が
あ
っ
て
作
品
が
書

か
れ
る
と
は
思
わ
な
い
が
︑
作
家
の
明
ら
か
に
し
て
い
る
理
論
と
作
品
と

は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
山
桜
﹂
の
発
表
以
前
の
昭

和
九
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
﹁
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
﹁
徳
﹂
に
就
い

て(8
)

﹂
で
は
︑
後
の
昭
和
一
五
年
三
月
に
﹁
短
篇
小
説
の
構
成
﹂
で
述
べ
ら

れ
る
こ
と
と
共
通
す
る
記
述
を
︑
既
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
モ
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ン
テ
ー
ニ
ュ
の
﹁
徳
﹂
に
就
い
て
﹂
で
は
︑﹁
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
に
と
つ
て

如
何
に
し
て
徳
を
築
く
べ
き
か
と
云
ふ
こ
と
は
︑
言
葉
に
於
て
考
へ
る
こ

と
︑
即
ち
ア
レ
ン
の
い
は
ゆ
る
﹁
筆
が
文
字
を
記
す
に
つ
れ
て
考
へ
る
﹂

と
こ
ろ
の
作
家
的
方
法
の
こ
と
で
あ
つ
た
﹂
と
︑
既
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

者
ア
ラ
ン
の
名
も
挙
が
っ
て
い
る
︒
昭
和
八
年
に
は
︑
桑
原
武
夫
の
翻
訳

し
た
﹃
散
文
論
﹄
の
﹁
第
十
二
章

文
体
論
﹂
で
﹁
ペ
ン
が
文
字
を
書
い

て
ゆ
く
に
つ
れ
て
考
へ
る
﹂
と
い
う
﹁
作
家
と
し
て
の
方
法
﹂
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
る(9
)

︒﹁
短
篇
小
説
の
構
成
﹂
で
も
︑﹁
作
品
が
出
来
上
る
実

際
上
の
手
続
︑
即
ち
作
品
と
そ
れ
を
書
く
べ
く
動
き
出
し
た
作
者
と
の
関

係
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
ペ
ン
を
取
る
こ
と
か
ら
始
ま
﹂
り
︑﹁
も
う
世
に
云
ひ

古
る
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
︑
ア
ラ
ン
の
見
つ
け
た
通
り
﹁
ペ
ン
と
共
に
考
へ

る
﹂
道
が
開
か
れ
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る(10
)

︒

作
家
は
い
き
な
り
言
葉
に
於
て
︑
ぶ
つ
つ
け
に
︑
ぎ
り
ぎ
り
に
︑
考

へ
出
す
の
だ
︒
即
ち
︑
作
家
の
努
力
は
常
に
ま
だ
判
ら
な
い
所
か
ら

出
発
す
る
の
だ
︒
既
に
判
つ
て
し
ま
つ
た
も
の
の
後
腐
れ
を
︑
作
品

の
世
界
に
持
ち
越
す
量
見
な
ら
ば
︑
一
体
そ
の
世
界
を
ど
こ
に
切
り

開
く
つ
も
り
な
の
か
︒
現
に
在
る
も
の
を
懐
中
電
灯
で
照
ら
し
て
︑

明
る
い
う
ち
に
︑
早
く
ペ
ン
で
な
ぞ
り
ま
せ
う
で
は
︑
挨
拶
に
困
る
︒

書
く
前
に
︑
作
家
に
判
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
︑
ペ
ン
の
前
途
が
濛
々
た

る
闇
だ
と
云
ふ
こ
と
で
し
か
な
い
︒
事
実
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
よ
り

ほ
か
の
経
験
を
持
た
な
い
︒

昭
和
一
一
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
﹁
山
桜
﹂
は
︑
こ
れ
ら
石
川
淳
の
二

つ
の
エ
ッ
セ
ー
の
間
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
︒﹁
ペ
ン
の
前
途
が
濛
々

た
る
闇
だ
と
云
ふ
こ
と
﹂︑
﹁
そ
れ
よ
り
ほ
か
の
経
験
を
持
た
な
い
﹂
と
述

べ
る
時
︑
石
川
淳
の
経
験
を
構
成
す
る
少
な
く
と
も
一
つ
の
作
品
が
﹁
山

桜
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
エ
ッ
セ
ー
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
即

座
に
作
品
に
あ
て
は
め
て
読
む
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

た
と
え
同
じ
人
物
が
一
方
で
作
品
を
書
き
︑
一
方
で
文
学
論
を
展
開
し
て

い
る
と
し
て
も
︑
作
家
の
理
論
を
利
用
し
て
作
品
を
読
む
な
ら
︑
そ
れ
と

関
わ
り
の
な
い
作
品
の
言
葉
に
十
分
注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
ず
︑
作
品

を
読
み
誤
る
お
そ
れ
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
ご
く
近
い
時
期
に
作
家
が
述
べ

て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
︒

石
川
淳
は
昭
和
九
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た(8
)
︒

モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
は
作
家
の
や
う
に
言
葉
に
於
て
考
へ
て
ゐ
る
︒
智
慧

は
そ
こ
で
の
み
研
か
れ
る
︒
そ
こ
で
は
何
を
考
へ
る
か
と
云
ふ
こ
と
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と
︑
い
か
に
し
て
︑
い
か
な
る
言
葉
で
考
へ
る
か
と
云
ふ
こ
と
と
が

一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
ら
の
言
葉
が
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
に
と
つ
て

ど
れ
ほ
ど
緊
密
な
も
の
で
あ
る
か
は
︑
話
題
が
し
ば
し
ば
自
ら
の
肉

体
に
即
し
て
進
展
し
て
ゐ
る
こ
と
に
依
つ
て
も
解
る
︒
疾
患
の
話
と

か
﹁
尿
を
耐
へ
る
﹂
話
と
か
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
就
い
て
と
お
な
じ
や

う
に
語
ら
れ
て
︑
そ
の
す
べ
て
が
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
の
考
へ
を
構
成
し

て
ゐ
る
の
だ
︒
そ
れ
故
に
モ
ン
テ
エ
ニ
ュ
自
ら
が
断
つ
て
ゐ
る
や
う

に
﹁
エ
セ
エ
﹂
は
打
見
に
は
不
秩
序
の
や
う
な
態
を
示
し
て
ゐ
る
︒

そ
し
て
こ
の
不
秩
序
は
読
む
人
に
少
し
の
油
断
も
許
さ
な
い
の
だ
︒

｢山
桜
﹂
も
ま
た
︑﹁
何
を
考
へ
る
か
と
云
ふ
こ
と
と
︑
い
か
に
し
て
︑

い
か
な
る
言
葉
で
考
へ
る
か
と
云
ふ
こ
と
と
が
一
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
﹂︒

初
め
に
述
べ
た
梗
概
の
よ
う
な
︑
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る
こ
と
に
は
収
ま

り
き
ら
な
い
︒﹁
わ
た
し
﹂
が
別
荘
に
行
き
た
く
な
い
と
も
︑
京
子
を
話

題
に
し
た
く
な
い
と
も
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
作
品

の
語
り
は
言
葉
と
理
屈
を
尽
く
し
て
﹁
わ
た
し
﹂
が
善
作
の
別
荘
に
向
か

う
こ
と
を
妨
げ
︑
京
子
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
︒
し
か
し
す

べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
善
作
が
京
子
を
打
擲
す

る
﹁
ぴ
し
や
り
﹂
と
い
う
音
を
聞
き
︑
善
太
郎
に
自
分
自
身
の
顔
を
見
い

出
し
︑
京
子
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
善
作
が
緋
鯉
の
い
る
池
の
水

面
を
鞭
打
っ
て
い
る
の
を
見
︑
京
子
の
姿
が
﹁
消
え
失
せ
﹂
る
の
に
立
ち

会
う
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
起
こ
る
出
来
事
に
振
り
回
さ
れ
︑﹁
こ
れ
以
上
の
難

問
は
な
﹂
か
っ
た
と
い
う
﹁
行
先
﹂
や
帰
り
道
を
意
識
し
な
く
な
り
︑
言

葉
を
失
っ
て
そ
の
衝
撃
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
﹁
ペ
ン
と
共
に
﹂

紡
ぎ
出
さ
れ
る
記
述
に
沿
っ
て
︑
語
り
を
受
け
取
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が

る
こ
の
作
品
の
姿
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢山
桜
﹂
で
は
︑
﹁
今
﹂
と
い
う
語
が
︑
ま
る
で
全
体
に
均
等
に
配
分
す

る
か
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
冒
頭
第
一
文
で
﹁
第
一
今
﹂

と
現
れ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
︑
結
末
の
一
文
で
も
︑
﹁
わ
た
し
の
眼
路

の
か
ぎ
り
に
立
ち
罩
め
た
霧
は
今
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
散
り
か
け
る
の
で
あ

つ
た
が
﹂
と
現
れ
て
い
る
︒
他
に
も
︑
﹁
今
わ
た
し
の
靴
にマ
マ

蟠
つ
た
木
の

根
や
落
ち
散
つ
た
小
枝
の
上
を
踏
み
越
え
て
ゐ
る
に
も
係
ら
ず
﹂︑﹁
今
冴

え
き
つ
て
ゐ
る
わ
た
し
の
耳
に
ご
く
微
か
な
悲
鳴
さ
へ
聞
え
て
来
な
い
の

は
﹂︑﹁
今
眼
の
あ
た
り
に
見
る
顔
は
わ
た
し
の
顔
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は

な
い
の
だ
﹂︑﹁
今
下
へ
降
り
て
行
く
善
作
の
後
姿
に
飛
び
か
か
ら
う
と
し

か
け
た
が
﹂︑﹁
今
わ
た
し
は
椅
子
の
上
に
す
ぐ
折
れ
︑
も
う
一
歩
も
踏
み

出
す
気
も
失
せ
て
﹂
︑
﹁
今
も
︑﹁
京
子
さ
ん
︑
お
宅
で
は
い
つ
も
あ
あ
し

て
鯉
に
運
動
さ
せ
る
ん
で
す
か
﹂
と
云
ひ
な
が
ら
︑
う
し
ろ
を
ふ
り
向
く
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と
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
繰
り
返
さ
れ
る
︒
こ
の
小
説
の
地
の
文
に
お
け
る

﹁
今
﹂
と
い
う
語
の
使
用
は
都
合
一
八
回
に
上
る
︒
こ
の
﹁
今
﹂
の
頻
用

は
︑
作
品
の
関
心
が
︑﹁
今
﹂﹁
わ
た
し
﹂
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
書
き
︑

続
く
記
述
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒﹁
山

桜
﹂
は
︑
ま
さ
し
く
石
川
淳
の
述
べ
る
理
論
に
合
致
す
る
よ
う
な
作
品
で

あ
る
と
考
え
る
︒

こ
の
小
説
を
読
む
中
で
︑
筆
者
に
は
︑
途
方
に
暮
れ
た
﹁
わ
た
し
﹂
の

姿
を
描
き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
ポ
ー
の
小
説
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
︒

独
楽
の
よ
う
に
舞
う
人
間
の
姿
で
あ
る
︒
そ
れ
が
ど
の
小
説
の
ど
の
よ
う

な
場
面
な
の
か
私
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
︒
先
行
研
究
で
も
ど
う
や
ら
そ

の
独
楽
人
間
の
出
典
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
小
論
の

補
足
と
し
て
︑
私
の
調
べ
え
た
こ
と
を
以
下
に
報
告
し
て
お
き
た
い
︒

｢山
桜
﹂
に
お
け
る
ポ
ー
へ
の
言
及
に
つ
い
て
︑
武
智
政
幸
氏
は
次
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る(2
)

︒

幻
想
世
界
を
表
出
す
る
た
め
に
ポ
オ
の
名
を
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
よ
り
も
独
楽
の
運
動
に
つ
い
て
の
方
が
興

味
深
い
︒
独
楽
は
回
転

(運
動
)
し
て
い
る
時
の
み
直
立
し
て
い
る

こ
と
が
で
き
る
が
︑
回
転

(運
動
)
が
終
わ
れ
ば
︑
倒
れ
て
し
ま
う
︒

つ
ま
り
運
動
し
て
い
る
時
だ
け
が
︑
自
分
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
と
い

う
運
動
の
陶
酔
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
作
品
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ポ
ー
の
作
品
は
︑
﹁
タ
ー
ル
博
士
と

フ
ェ
ザ
ー
教
授
の
療
法
﹂
の
こ
と
で
あ
る
た
め
︑﹁
幻
想
世
界
を
表
出
す

る
た
め
﹂
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒

本
作
品
に
お
け
る
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
つ
い
て
の
﹁
或
る
本
﹂
か
ら
の
引
用

は
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
り
︑
現
実
の
姿
と
は
異
な
る
ら
し
い(4
)
︒
ポ
ー
に

つ
い
て
は
実
在
す
る
小
説
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
説
は
︑
昭
和

二
年
に
﹃
タ
ル
博
士
と
フ
エ
ザ
ア
教
授
の
治
療
法
﹄
(龍
膽
寺
旻
︑
南
宋

書
院
︑
昭
和
二
年
九
月
)
が
翻
訳
さ
れ
︑
ま
た
昭
和
六
年
の
﹃
ポ
オ
小
説

全
集
第
一
巻

軽
気
球
虚
報
﹄
(佐
々
木
直
次
郎
︑
第
一
書
房
︑
昭
和
六

年
九
月
)
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る(11
)

︒
以
下
︑
本
稿
で
の
本
文
の
引
用
は
後

者
の
全
集
に
拠
る
︒
こ
の
作
品
で
は
︑
南
仏
の
地
方
を
旅
行
中
の
﹁
私
﹂

が
︑﹁
或
る

療

養

院

メ
エ
ゾ
ン
・
ド
・
サ
ン
テ

︑
即
ち
私
立
癲
狂
院
﹂
を
見
学
に
立
ち
寄
る
︒

﹁
私
﹂
は
︑
こ
の
病
院
で
は
︑
患
者
を
﹁
ひ
そ
か
に
看
視
﹂
し
つ
つ
も
︑

服
装
と
い
う
外
見
や
院
内
で
の
行
動
に
患
者
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う

﹁
宥
和
療
法
﹂
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑
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﹁
私
﹂
は
︑
院
長
の
﹁
マ
イ
ヤ
ア
ル
氏
﹂
か
ら
﹁
宥
和
療
法
﹂
は
﹁
永
久

に
や
め
る
こ
と
に
し
﹂
た
と
説
明
を
受
け
る
︒
院
長
は
︑﹁
宥
和
療
法
﹂

と
は
﹁
狂
人
の
頭
脳
に
浮
ぶ
空
想
は
ど﹅

ん﹅

な﹅

も﹅

の﹅

で﹅

も﹅

決
し
て
否
定
し

な
﹂
い
で
︑﹁
そ
れ
ど
こ
ろ
か
﹂﹁
助
長
﹂
す
る
こ
と
を
﹁
根
本
的
治
療
﹂

と
し
て
行
う
療
法
で
あ
り
︑﹁
一
番
大
切
な
こ
と
は
︑
一
人
一
人
の
狂
人

に
他
の
す
べ
て
の
連
中
の
行
動
を
監
視
さ
せ
た
と
い
ふ
こ
と
﹂
に
よ
っ
て
︑

﹁
費
用
の
か
か
る
看
守
の
一
団
を
置
か
な
い
で
す
ま
﹂
し
︑﹁
懲
罰
は
一

切
﹂
行
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
詳
し
く
説
明
し
︑﹁
あ
の
療
法
に
は
不

利
益
な
と
こ
ろ
や
︑
危
険
な
と
こ
ろ
さ
へ
﹂
あ
っ
た
と
述
べ
る
︒﹁
私
﹂

は
︑﹁
晩
餐
の
後
﹂
に
︑
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
療
法
︱
︱
院
長
が
﹁
わ

た
し
の
考
へ
で
は
全
く
天
下
無
類
に
︑
今
ま
で
工
夫
さ
れ
た
も
の
の
中
で

も
最
も
効
果
の
あ
る
或
る
療
法
﹂
と
述
べ
る
療
法
︱
︱
を
紹
介
す
る
と

言
わ
れ
︑
食
堂
に
案
内
さ
れ
る
が
︑
集
ま
っ
た
人
々
の
服
装
や
饗
さ
れ
た

食
事
に
つ
い
て
﹁
概
し
て
︑
私
の
見
た
こ
と
に
は
す
べ
て
非
常
に
奇
怪

ビ
ザ
ア
ル

な

と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
か
つ
た
﹂︒
こ

の
晩
餐
の
席
で
は
会
話
が
活
発
に
交
わ
さ
れ
︑
め
い
め
い
が
得
意
げ
に
︑

自
分
の
知
る
患
者
が
ど
の
よ
う
な
妄
想
を
抱
い
て
い
た
か
︱
︱
土
瓶
で

あ
る
と
思
い
こ
ん
だ
患
者
や
︑
驢
馬
だ
と
思
い
こ
ん
だ
患
者
等
︱
︱
に

つ
い
て
︑
し
ば
し
ば
実
演
さ
え
し
か
け
つ
つ
︑
順
に
語
っ
て
い
く
︒

｢四
角
独
楽

こ

ま

の
ブ
ウ
ラ
ア
ル
と
い
ふ
の
が
を
り
ま
し
た
︒
わ
た
し
が

彼
を
四
角
独
楽
と
云
ひ
ま
す
の
は
︑
実
際
彼
は
︑
自
分
が
四
角
独
楽

に
な
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
滑
稽
な
︑
し
か
し
ま
ん
ざ
ら
訳
の
わ
か

ら
ぬ
で
も
な
い
考
へ
に
と
つ
つ
か
れ
て
ゐ
た
か
ら
な
ん
で
す
︒
彼
が

く
る
く
る
廻
る
の
を
ご
ら
ん
に
な
つ
た
ら
︑
あ
な
た
方
は
き
つ
と
お

腹
を
抱
へ
て
お
笑
ひ
に
な
つ
た
で
せ
う
な
︒
い
つ
も
何
時
間
も
片
一

方
の
踵
で
立
つ
て
ぐ
る
ぐ
る
廻
る
ん
で
す
︑
こ
ん
な
風
に
︱
︱
か

う
し
て
︱
︱
﹂

こ
の
小
説
の
結
末
で
は
︑
院
長
が
﹁
気
が
違
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
︑
患

者
と
な
﹂
り
︑
そ
の
後
﹁
仲
間
の
者
た
ち
を
煽
動
し
て
暴
動
を
起
さ
せ
﹂

﹁
支
配
権
転
覆
﹂
を
行
っ
た
と
︑
二
重
の
逆
転
を
経
た
事
態
が
明
ら
か
に

な
る
︒
院
長
の
語
っ
た
﹁
新
し
い
療
法
﹂
︱
︱
あ
る
部
分
は
﹁
あ
の
博

学
な
タ
ア
ル
博
士
﹂
や
﹁
あ
の
有
名
な
フ
ェ
ザ
ア
教
授
﹂
の
説
に
拠
る
と

い
う
﹁
療
法
﹂
︱
︱
と
は
︑
﹁
狂
人
た
ち
﹂
が
﹁
殊
の
外
お
と
な
し
く
﹂

し
て
﹁
十
人
ゐ
た
看
守
ら
﹂
の
﹁
不
意
﹂
を
つ
き
︑
﹁
十
分
瀝
青
タ
ア
ル

を
塗
﹂

り
﹁
入
念
に
羽
毛
を
く
つ
つ
け
﹂
て
﹁
地
下
室
の
監
房
の
中
に
監
禁
﹂
し

て
﹁
看
守
の
役
目
を
奪
﹂
い
︑
そ
の
間
﹁
瀝
青

タ
ア
ル

と
羽
毛

フ
ェ
ザ
ア

﹂
と
﹁
い
く
ら
か
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の
パ
ン
と
︑
う
ん
と
た
つ
ぷ
り
の
水
﹂
を
彼
ら
に
与
え
︑
一
方
自
分
た
ち

は
﹁
著
古
し
た
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
著
物
を
ぬ
ぎ
す
て
て
﹂﹁
家
族
の
も
の
の
衣

装
や
宝
石
を
勝
手
に
使
ひ
﹂︑
酒
を
た
っ
ぷ
り
飲
ん
で
﹁
幸
福
に
暮
﹂
す

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
院
長
が
﹁
余﹅

り﹅

以
前
の
こ
と
ぢ
や
あ
あ

り
ま
せ
ん
が
﹂
と
実
は
言
外
に
意
味
を
含
め
な
が
ら
︑﹁
以
前
の
宥
和
療

法
﹂
の
﹁
非
常
に
大
き
な
危
険
﹂
と
し
て
語
っ
た
﹁
狂
人
が
支
配
す
る
療

法
﹂
と
は
︑
院
長
自
ら
が
行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹁
私
﹂
は
︑
晩
餐
の

状
況
に
驚
い
た
り
疑
問
を
感
じ
た
り
し
つ
つ
も
︑
監
禁
さ
れ
て
い
た
﹁
狂

人
﹂
た
ち

(実
は
看
守
た
ち
)
が
﹁
怪
物
の
一
群
﹂
の
よ
う
に
窓
か
ら
食

堂
に
踏
み
込
ん
で
来
た
後
に
︑
漸
く
事
の
次
第
を
了
解
す
る
︒

こ
の
結
末
の
食
堂
の
混
乱
の
様
子
は
︑
非
常
に
力
を
入
れ
て
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
と
り
わ
け
︑﹁
四
角
独
楽
の
男
﹂
は
︑﹁
実
際
独

楽
そ
つ
く
り
の
様
子
で
︑
両
腕
を
体
に
対
し
て
直
角
に
伸
ば
し
て
︑
猛
烈

な
勢
で
部
屋
中
を
く
る
く
る
廻
り
出
し
︑
誰
で
も
あ
た
る
者
を
一
人
残
ら

ず
叩
き
倒
し
た
﹂
と
描
写
さ
れ
て
お
り
印
象
的
で
あ
る
︒
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︱
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︒
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)
｢
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見
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こ
と
が
﹂
の
﹁
が
﹂
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︑﹁
か
﹂
の
誤
記
で
あ
り
︑

﹃
石
川
淳
全
集
第
一
巻
﹄
(
筑
摩
書
房
︑
昭
和
三
六
年
二
月
)
で
は
︑

﹁
か
﹂
と
正
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
作
品
に
つ
い
て
﹁
手
入
れ
の
頻
度
は

や
や
高
い
﹂
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
鈴
木
貞
美
﹁
解
題
﹂
︑
﹃
石
川

淳
全
集
第
一
巻
﹄
︑
筑
摩
書
房
︑
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九
八
九
年
五
月
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)
｢随
筆
雑
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﹂
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巻
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七
号
︒
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︑
﹃
石
川
淳
全
集
第
一
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巻
﹄
(筑
摩
書
房
︑
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九
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〇
年
三
月
)
に
拠
る
︒

(9
)
『
散
文
論
﹄
︑
作
品
社
︑
昭
和
八
年
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二
月
︒
引
用
は
昭
和
九
年
五
月
の

再
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拠
る
︒

(10
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文
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講
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﹄
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︑
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書
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︑
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︒

(11
)
宮
永
孝
﹃
ポ
ー
と
日
本

そ
の
受
容
の
歴
史
﹄
︑
彩
流
社
︑
二
〇
〇
〇

年
五
月
︒

[付
記
]
｢
山
桜
﹂
作
品
本
文
の
引
用
は
初
出
雑
誌
に
拠
る
︒
仮
名
遣
い
は
原

文
の
ま
ま
︑
漢
字
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
︒
本
稿
の
執
筆
過
程
で
︑

ポ
ー
の
作
品
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
︑
本
学
の
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト

W.

カ
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︒
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