
夏
目
漱
石
『
行
人
』
の

"Dokushinsha(Bachelors)''in

NatsumeS6seki'sK可加

MitsuhiroTAKEDA

独
身
者

武
田
充
啓

奈良工業高 等専門学校

研究紀要第24号（昭和63年）別刷



160

夏
目
漱
石
『
行
人
』
の
独
身
者

"Dokushinsha(Bachelors)"in

NatsumeS6seki'sK可加

MitsuhiroTAKEDA

武
田
充
啓

漱
石
作
品
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
の
処
女
作
で
あ
る
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
以
下
、

『
猫
』
と
略
す
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
坊
ち
ゃ
ん
』
『
虞
美
人
草
』
『
三
四
郎
』
『
そ
れ
か

ら
』
『
彼
岸
過
迄
』
な
ど
の
多
く
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
独
身
者
を
主
人
公
に
据
え
た
作
品
の

系
譜
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
行
人
』
も
ま
た
独
身
者
を
主
人
公
と
す
る
作
品
で
あ
る
。
た
だ
し
、
長
野
家
の
次
男
二
郎

は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
主
人
公
の
一
人
で
は
あ
っ
て
も
主
役
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、

『
猫
』
と
類
似
し
た
作
品
で
あ
る
。
名
前
の
な
い
「
猫
」
も
ま
た
、
脇
役
の
独
身
者
で
あ
り
、

登
場
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
物
語
の
進
行
を
引
き
受
け
る
語
り
手
で
も
あ
る
点
に
お
い
て
も
共

通
し
て
い
る
。

彼
ら
は
、
自
ら
の
資
質
ゆ
え
に
、
既
婚
者
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
制
約
や
規
範
か
ら
は
自
由
に
、

世
界
を
俳
個
し
観
察
し
、
遍
歴
し
報
告
し
、
坊
復
し
独
白
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
役
割
上
、
彼

ら
は
物
事
の
判
断
を
停
止
せ
ら
れ
、
行
為
へ
の
決
断
を
留
保
せ
ら
れ
も
す
る
。
彼
ら
は
積
極
的

で
は
な
い
し
、
創
造
的
で
も
な
い
。
他
の
誰
か
に
そ
の
役
割
を
交
換
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
い
っ
こ

う
に
差
し
支
え
な
い
か
の
よ
う
に
振
舞
う
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
固
有
の
存
在
を
証

す
よ
う
な
何
も
の
か
を
新
し
く
生
み
出
す
こ
と
な
ど
に
消
極
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
な

り
困
難
な
形
で
そ
れ
を
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
存
在
で
も
あ
る
の
だ
。

語
り
手
で
も
あ
る
独
身
者
た
ち
は
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
方
で
匿
名
的
存
在
で

あ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
他
方
で
固
有
の
存
在
と
し
て
の
権
利
を
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
特
殊
性
の
一
方
で
、
二
郎
は
、
他
の
漱
石
作
品
の
主
人
公
に
共
通
す
る

性
格
を
や
は
り
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
生
に
経
験
と
い
っ
た
も
の
が
ま
る
で
欠

落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

漱
石
的
主
人
公
た
ち
は
、
遭
遇
す
る
事
件
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
無
防
備
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
そ
う
し
た
体
験
を
将
来
に
向
け
て
の
「
技
巧
」
と
し
て
蓄
積
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
志
を

徹
底
し
て
欠
い
て
い
る
か
ら
だ
。

「
技
巧
」
は
「
人
間
の
小
刀
細
工
」
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
生
活
能
力

や
日
常
へ
の
適
応
力
の
な
さ
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
に
は
、
そ
の
生
に
お
い
て
繰

り
返
し
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
な
い
。
主
人
公
た
ち
は
、
同
じ
よ
う
な
事
件
に
対
し
て
さ
え
、

同
じ
よ
う
に
無
防
備
に
、
新
し
く
う
ろ
た
え
新
た
に
傷
つ
く
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
そ
う
し
た
存
在
の
あ
り
方
を
決
定
づ
け
て
い
る
資
質
の
核
の
よ
う
な
も
の
を
、
い
ま

は
じ
め
に
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『
行
人
』
は
、
先
に
『
彼
岸
過
迄
」
で
試
み
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
か
ら
な
り
、
そ
う
し
た
独
立
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
な
り
が
一
篇
の
長
編
小
説
を
形
作
る
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
登
場
人
物
以
外
に
語
り
手
が
存
在
し
た
『
彼
岸
過
迄
』
と

は
異
な
り
、
『
行
人
』
で
は
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
二
郎
そ
の
人
が
、
語
り
手
の
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

注
意
し
た
い
の
は
、
『
彼
岸
過
迄
』
で
は
、
領
水
や
松
本
が
挿
話
を
語
る
主
体
（
独
立
し
た

短
篇
の
語
り
手
）
と
し
て
存
在
し
は
し
た
が
、
全
体
と
し
て
は
、
「
結
末
」
と
題
す
る
元
の

（
登
場
人
物
で
は
な
い
）
語
り
手
に
よ
る
締
め
く
く
り
が
な
さ
れ
、
作
品
と
し
て
の
体
裁
は
一

応
調
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
比
べ
て
、
『
行
人
』
で
は
、
「
塵
労
」
に
い
た
っ
て
語
り
手

二
郎
は
小
説
外
部
（
作
者
並
び
に
読
者
）
へ
の
報
告
義
務
を
怠
っ
た
ま
ま
、
Ｈ
さ
ん
と
い
う
人

物
の
報
告
（
手
紙
）
に
よ
っ
て
そ
れ
が
代
行
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
（
同
じ
見
方

を
す
れ
ば
、
『
心
』
の
語
り
手
「
私
」
も
、
「
先
生
と
私
」
「
両
親
と
私
」
と
続
け
て
い
た
報

告
の
役
割
を
放
棄
し
、
「
先
生
と
遺
書
」
で
は
先
生
の
言
葉
（
遺
書
）
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
れ

が
代
行
さ
れ
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
『
心
』
で
は
構
成
上
、
そ
れ
が
円
滑
に

か
り
に
独
身
者
性
と
で
も
呼
ん
で
お
こ
う
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
が
実
際

に
結
婚
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
漱
石
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
彼
ら
の
独
身

者
性
で
あ
り
、
漱
石
的
作
品
は
、
先
に
挙
げ
た
も
の
以
外
の
も
の
も
含
め
て
、
『
心
』
と
い
う

一
つ
の
頂
点
を
示
す
作
品
に
向
け
て
、
主
人
公
た
ち
が
い
か
に
し
て
そ
の
独
身
者
性
を
生
き
る

の
か
が
問
わ
れ
続
け
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
行
人
』
は
、
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
独
身
者
性
を
持
つ
脇
役
が
語
り
手
を
引
き
受
け

る
と
い
う
、
方
法
的
に
は
、
『
猫
』
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
た
か
た
ち
で
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
作
品
で
あ
り
、
同
じ
方
法
で
問
わ
れ
る
最
後
の
作
品
が
『
心
』
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
一

つ
の
到
達
点
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
）
を
直
接
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ

た
『
行
人
』
と
い
う
作
品
を
、
こ
こ
で
は
そ
の
主
人
公
た
ち
の
独
身
者
性
を
一
つ
の
軸
に
し
て
、

私
な
り
に
読
み
解
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

『
行
人
』
は
、
漱
石
の
病
に
よ
る
そ
の
中
断
（
「
友
達
」
「
兄
」
「
帰
っ
て
か
ら
」
）
ま
で

を
前
半
、
病
後
書
き
加
え
ら
れ
た
「
塵
労
」
を
後
半
と
考
え
る
と
、
大
き
く
二
通
り
の
読
み
方

が
出
来
る
。
一
つ
は
、
後
半
を
全
体
の
主
要
な
中
心
部
分
と
考
え
て
、
一
郎
を
中
心
に
続
み
解

い
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
後
半
を
前
半
の
主
題
か
ら
は
逸
脱
し
た
一
篇
と
み
な
し
、
前
半
に

し
か
し
、
作
品
の
構
成
上
の
亀
裂
を
、
そ
の
主
題
の
分
裂
と
い
う
点
に
注
視
↑

は
、
今
あ
る
『
行
人
』
全
体
を
一
貫
し
た
作
品
と
す
る
読
み
は
期
待
で
き
な
い
。

い
た
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
後
半
を
前
半
の
主
題
か
ら
は
逸
賠

お
け
る
主
要
な
人
物
二
郎
と
直
を
中
心
に
し
た
読
み
で
あ
る
。

作
品
の
構
成
上
の
亀
裂
を
、
そ
の
主
題
の
分
裂
と
い
う
点
に
注
視
す
る
ば
か
り
で

二
郎
が
小
説
の
内
部
で
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
報
告
義
務
は
、
二
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
求

め
ら
れ
る
二
郎
の
言
葉
の
性
格
と
、
報
告
を
受
け
る
側
の
言
葉
の
取
り
扱
い
方
の
違
い
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
友
逮
」
の
章
の
冒
頭
で
、
梅
田
の
停
車
場
に
降
り
立
っ
た
長
野
家
の
次
男
二
郎
に
は
、
友

達
の
三
沢
と
「
落
ち
合
は
う
」
（
一
）
と
す
る
目
的
の
外
に
、
一
つ
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
長
野
家
の
「
下
女
だ
か
仲
働
だ
か
分
ら
な
い
地
位
に
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十

七
）
い
る
、
お
貞
さ
ん
の
縁
談
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
先
方
が
あ
ま
り
乗
気
に
な
っ
て
何
だ
か
剣
呑
だ
か
ら
、
彼
地
へ
行
っ
た
ら
能
く
見
て
来
て

お
呉
れ
」
（
「
友
達
」
七
）
と
い
う
母
か
ら
の
依
頼
で
、
彼
は
そ
の
点
に
つ
い
て
「
家
」
に
報
告

す
る
義
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
報
告
義
務
は
、
そ
し
て
こ
れ
が
二
郎
に
と
っ
て
は
重
要
な
課
題
と
も
な
る
の
で

あ
る
が
、
「
兄
」
の
章
で
、
一
郎
お
直
の
兄
夫
婦
を
迎
え
た
二
郎
が
、
や
が
て
一
郎
か
ら
お
直

の
「
節
操
を
御
前
に
試
し
て
貫
い
た
い
」
（
「
兄
」
二
十
四
）
と
打
ち
明
け
ら
れ
、
負
う
こ
と
に

な
る
「
捜
に
つ
い
て
兄
に
報
告
す
る
義
務
」
（
同
三
十
九
）
で
あ
る
。

な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
こ
と
が
見
え
に
く
い
。
）

「
塵
労
」
に
お
い
て
、
二
郎
が
言
葉
を
失
っ
た
ま
ま
、
別
の
人
物
の
言
葉
（
兄
一
郎
を
報
告

す
る
Ｈ
さ
ん
の
手
紙
）
が
、
代
わ
っ
て
そ
の
ま
ま
作
品
の
結
語
に
も
な
る
と
い
っ
た
事
態
は
、

「
塵
労
」
以
後
、
そ
れ
ま
で
の
主
題
か
ら
離
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
一
郎
一
人
が
主
役
を
演
じ
る
こ

と
に
な
る
事
態
と
、
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。

だ
が
そ
う
し
た
事
態
は
、
漱
石
が
「
塵
労
」
に
お
け
る
一
郎
的
「
我
執
」
問
題
を
抱
え
て
い

た
た
め
に
そ
う
な
っ
た
と
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
構
成
の
破
綻
そ
の
も
の
が
、
漱
石

的
問
題
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

小
説
家
夏
目
漱
石
に
お
け
る
「
問
題
」
と
は
、
む
ろ
ん
「
言
葉
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で

は
そ
れ
が
、
語
り
手
で
あ
る
独
身
者
二
郎
の
言
葉
の
喪
失
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
て
露
見
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
私
は
、
『
行
人
』
に
お
け
る
独
身
者
性
の
問
題
を
、
特
に
「
言

葉
」
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
『
行
人
』
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
た

ち
が
も
っ
と
も
独
身
者
性
を
顕
す
の
が
「
言
葉
」
の
領
域
で
あ
り
、
彼
ら
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に

作
者
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
そ
の
ま
ま
演
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
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「
家
」
へ
の
報
告
義
務
は
、
「
要
す
る
に
、
佐
野
さ
ん
は
多
数
の
妻
帯
者
と
変
っ
た
所
も
何

も
な
い
や
う
で
す
。
お
貞
さ
ん
も
普
通
の
細
君
に
な
る
資
格
は
あ
る
ん
だ
か
ら
、
承
諾
し
た
ら

好
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
言
葉
（
手
紙
）
で
果
た
さ
れ
る
。
お
貞
さ
ん
が
「
家
の
厄

介
も
の
と
い
ふ
名
が
あ
る
丈
」
（
「
友
達
」
七
）
だ
と
し
て
も
、
ま
た
大
阪
に
い
る
二
郎
に
と
っ

て
．
番
何
う
で
も
好
か
つ
た
」
（
同
五
）
こ
と
だ
と
し
て
も
、
人
ひ
と
り
の
将
来
を
決
定
す

る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
軽
薄
に
過
ぎ
る
言
葉
で
あ
り
、
実
際
「
漸
く
義
務
が
済
ん
だ
や
う
な

気
が
し
た
」
（
同
十
）
と
い
う
二
郎
自
身
が
、
「
多
少
自
分
の
お
つ
猪
口
ち
よ
い
に
恥
入
る
」

（
同
）
と
口
に
し
も
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
郎
の
軽
薄
さ
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
二
郎
の
言
葉
で
、
十
分
に
「
家
」
へ
の
報
告
の
義
務
が
果
た
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。

縁
談
を
取
り
持
つ
岡
田
は
、
二
郎
の
手
紙
に
「
す
う
と
眼
を
通
し
た
丈
で
、
『
結
構
」
と
答

へ
」
（
同
）
て
お
り
、
こ
の
在
り
来
た
り
な
言
葉
の
手
紙
一
本
で
「
宅
の
方
は
極
る
」
（
同
）

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
野
家
で
は
、
最
初
か
ら
独
身
者
二
郎
の
見
識
や
洞
察
な
ど
期
待
し
て
お
ら
ず
、
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
言
葉
で
あ
り
、
し
か
も
二
郎
個
人
の
言
葉
と
い
う
よ
り
は
、
家
族
内
に
安
心
さ
え

伝
え
ら
れ
れ
ば
用
が
足
り
る
類
の
、
そ
の
意
味
で
は
形
式
的
な
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
家
」

と
い
う
共
同
体
を
円
滑
さ
の
も
と
に
保
守
す
る
家
族
内
存
在
者
の
言
葉
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
｜
郎
へ
の
報
告
義
務
は
、
事
情
を
全
く
異
に
す
る
。
｜
郎
は
、
二
郎
が
「
家
」
に
報

告
し
た
よ
う
な
言
葉
を
徹
底
し
て
拒
否
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
た
め
に
二
郎
は
、
い
つ
ま

で
も
「
義
務
が
済
ん
だ
や
う
な
気
」
に
は
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
郎
が
二
郎
に
期
待
す
る

の
は
、
二
郎
が
今
ま
で
に
通
用
さ
せ
て
き
た
言
葉
と
は
違
っ
た
、
別
種
の
言
葉
で
あ
り
、
い
わ

の
は
、
二
郎
が
今
ま
で
に
通
用
さ
せ
て
き
《

ば
独
身
者
二
郎
自
身
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
長
野
一

別
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
長
野
室

と
、
各
人
の
そ
れ
ら
へ
の
態
度
に
つ
い
て
、

些
細
な
事
か
ら
兄
は
能
く
機
嫌
を
悪
く
し
た
。
さ
う
し
て
明
る
い
家
の
中
に
陰
気
な
空
気

を
液
ら
し
た
。
母
は
眉
を
ひ
そ
め
て
、
「
ま
た
一
郎
の
病
気
が
始
ま
っ
た
よ
」
と
自
分
に

さ
ら
や

時
々
私
語
い
た
。
自
分
は
母
か
ら
腹
心
の
郎
党
と
し
て
取
扱
は
れ
る
の
が
嬉
し
さ
に
、

「
癖
な
ん
だ
か
ら
、
放
っ
て
お
置
き
な
さ
い
」
位
云
っ
て
澄
ま
し
て
ゐ
た
時
代
も
あ
っ
た
。

長
野
家
で
は
、
一
人
一
郎
の
み
が
言
葉
に
対
す
る
態
度
を

長
野
家
で
の
二
郎
、
一
郎
、
直
を
取
り
巻
く
言
葉
の
状
況

い
て
、
さ
ら
に
見
て
お
き
た
い
。

（
「
兄
」
七
）

こ
こ
で
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
二
郎
の
態
度
が
、
ど
れ
ほ
ど
家
族
的
な
要
求
に
素

直
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
郎
の
不
機
嫌
で
さ
え
、
あ
る
意
味
で
は
長
野
家
の

要
求
の
結
果
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
点
は
、
藤
澤
る
り
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
①
、
や
は
り
言
葉
の
問
題
で
あ
っ
て
、

二
郎
は
家
族
内
で
の
言
葉
の
通
用
性
に
敏
感
で
あ
り
、
十
分
意
識
的
に
言
葉
を
使
用
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
兄
は
「
気
六
づ
か
し
い
」
（
同
）
と
い
う
よ
う
な
、
そ
れ
を
口
に
し
て

さ
え
い
れ
ば
、
家
族
に
安
心
を
も
た
ら
す
類
の
、
し
た
が
っ
て
家
族
共
同
の
認
識
に
寄
り
添
っ

た
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
、
か
な
り
巧
み
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

仮
に
家
族
の
誰
か
が
、
「
病
気
が
始
ま
っ
た
」
と
い
え
ば
、
「
癖
な
ん
だ
か
ら
」
と
で
も
い
っ

て
さ
え
お
け
ば
、
言
葉
が
通
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
空
間
で
は
、
二
郎
の
技
巧
は
実
際
役
に
立
つ

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
繰
り
返
し
が
「
二
郎
さ
ん
の
お
株
」
（
「
兄
」
一
）
と
い
う
こ
と
で
、

家
族
内
の
新
た
な
安
定
を
補
強
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
共
同
体
内
に
心
地
よ
く
通
用
す
る
言
葉
を
既
婚
者
の
言
葉
と
呼
ん
で

お
こ
う
。
一
郎
が
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
言
葉
た
ち
で
あ
る
。

二
郎
が
意
識
的
に
既
婚
者
の
言
葉
に
寄
り
添
う
の
に
対
し
て
、
一
郎
は
、
「
わ
ざ
と
」
沈
黙

を
守
る
。
互
い
に
予
期
し
合
っ
た
言
葉
を
適
度
に
や
り
と
り
す
る
こ
と
な
ど
、
彼
に
と
っ
て
は

「
人
間
の
小
刀
細
工
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
「
細
工
」
を
拒
む
一
郎
で
は
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
技
巧
か
ら
自
由
で つ

む

自
分
許
で
は
な
い
、
母
や
捜
に
対
し
て
も
、
機
嫌
の
好
い
時
は
馬
鹿
に
好
い
が
、
一
旦
旋

じ

●
●
●
●
●
●
●
●

毛
が
曲
が
り
出
す
と
、
幾
日
で
も
苦
い
顔
を
し
て
、
わ
ざ
と
口
を
利
か
ず
に
居
た
。
そ
れ

で
他
人
の
前
へ
出
る
と
、
ま
た
全
く
人
間
が
変
っ
た
様
に
、
大
抵
な
事
が
あ
っ
て
も
滅
多

に
紳
士
の
態
度
を
崩
さ
な
い
、
円
満
な
好
侶
伴
で
あ
っ
た
（
「
兄
」
六
）

「
（
略
）
そ
ん
な
形
式
に
拘
泥
し
な
い
で
も
、
実
力
さ
へ
織
暦
持
っ
て
ゐ
れ
ば
其
方
が

●
●
●
●

屹
度
勝
つ
。
勝
つ
の
は
当
り
前
さ
。
四
十
八
手
は
人
間
の
小
刀
細
工
だ
。
衝
力
は
自
然
の

賜
物
だ
。
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
二
十
八
）

「
た
ざ
御
前
の
顔
が
少
し
赤
く
な
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
、
御
前
の
言
葉
を
疑
ぐ
る
な
ん

●
●

て
、
ま
こ
と
に
御
前
の
人
格
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
だ
。
（
略
）
」
（
同
十
九
）
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い
っ
た
い
直
の
ど
の
点
が
、
一
郎
と
ス
レ
違
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
奇
妙
な
こ
と
に
、

彼
女
も
ま
た
技
巧
を
嫌
う
点
で
は
、
一
郎
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
女
で
あ
る
。

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
対
外
的
に
は
「
家
」
の
長
男
と
し
て
、
「
態
度
を
」
取
り
繕
う
こ
と
に

な
る
し
、
「
兄
」
四
十
二
で
は
、
家
の
中
で
の
一
郎
の
態
度
を
「
常
に
変
ら
な
い
様
子
」
と
記

し
た
後
で
、
二
郎
は
括
弧
に
入
れ
て
「
（
嬢
に
評
さ
せ
る
と
常
に
変
ら
な
い
様
子
を
装
っ
て
）
」

と
付
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
一
郎
の
そ
の
「
態
度
」
に
つ
い
て
は
対
外
的
に
限
っ

た
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
よ
う
か
。

●
●

し
か
し
「
お
い
二
郎
何
だ
っ
て
其
ん
な
軽
薄
な
挨
拶
を
す
る
。
己
と
御
前
は
兄
弟
ぢ
や
な
い

か
」
（
「
兄
十
九
）
と
一
郎
が
い
う
と
き
、
彼
は
「
態
度
」
よ
り
は
「
言
葉
」
に
、
よ
り
こ
だ

わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
兄
弟
」
と
い
う
言
葉
は
「
家
」
の
中
で
の
立
場
を
指
し
て
の
も
の

で
は
な
く
、
分
け
隔
て
の
な
い
血
の
つ
な
が
っ
た
人
間
同
士
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
間
柄
に
、
言
葉
の
「
細
工
」
を
持
ち
込
む
な
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
が
「
人
格
」
と
ほ
ぼ
同
格
に
認
め
、
切
望
し
て
い
る
の
が
、
「
形
式
に
拘
泥
し

な
い
」
独
身
者
自
身
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
お
直
は
ど
う
か
。
彼
女
は
、
言
葉
に
対
し
て
は
一
郎
と
も
二
郎
と
も
異
な
っ
た
位
相

に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
お
直
の
態
度
に
は
、
最
初
か
ら
言
葉
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
い
る
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
言
葉
が
そ
も
そ
も
技
巧
で
あ
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
で
も

い
る
か
の
よ
う
に
、
「
殆
ど
一
言
も
口
に
し
な
」
（
同
二
十
六
）
い
か
、
「
ど
う
で
も
」
（
同
、

同
三
十
五
、
同
三
十
六
、
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十
五
）
と
い
う
よ
う
な
答
え
ば
か
り
を
繰
り
返

し
て
い
る
。

二
郎
と
の
会
話
の
一
部
を
除
け
ば
、
長
野
家
の
内
側
で
の
彼
女
は
、
独
身
者
の
言
葉
へ
の
誘

惑
を
巧
妙
に
回
避
し
て
お
り
、
長
男
の
嫁
と
し
て
特
に
不
足
の
な
い
振
舞
い
を
演
じ
て
い
る
。

母
親
が
心
配
し
て
い
る
の
は
、
「
家
」
の
嫁
と
し
て
の
お
直
で
は
な
く
、
一
郎
の
妻
と
し
て
の

△
、
Ｌ

「
あ
ら
本
当
よ
二
郎
さ
ん
。
妾
死
ぬ
な
ら
首
を
縊
つ
た
り
咽
喉
を
突
い
た
り
、
そ
ん
な

●
●
●
●

さ
●
ワ

小
刀
細
工
を
す
る
の
は
嫌
よ
・
大
水
に
捜
は
れ
る
と
か
、
雷
火
に
打
た
れ
る
と
か
、
猛
烈

で
一
息
な
死
に
方
が
し
た
い
ん
で
す
も
の
」
（
同
三
十
七
）

●
●
●

「
積
極
的
っ
て
何
う
す
る
の
。
御
世
辞
を
使
ふ
の
。
妾
御
世
辞
は
大
嫌
ひ
よ
・
兄
さ
ん

も
御
嫌
ひ
よ
」
（
「
兄
」
三
十
一
）

「
小
刀
細
工
」
を
嫌
い
、
決
し
て
「
御
世
辞
」
を
使
お
う
し
な
い
こ
と
が
、
一
郎
に
と
っ
て

「
残
酷
」
（
同
二
十
五
）
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
直
が
、
一
郎
と
い
う
個
人
に
対
し
て
さ
え
、

「
家
」
に
対
し
て
と
同
様
、
独
身
者
の
言
葉
を
封
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

「
残
酷
」
な
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
言
葉
を
重
視
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
態
度
や
実
際
の
行
為
に
重
き
を
置
く
直
が
、
や

は
り
持
ち
合
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
技
巧
、
二
郎
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
針
鼠
の
様
に
尖
っ
て
る

●
●

●
●

あ
の
兄
を
、
僅
か
の
間
に
丸
め
込
ん
だ
捜
の
手
腕
」
「
さ
う
し
て
其
手
腕
を
彼
女
は
わ
ざ
と
出

し
た
り
引
込
ま
し
た
り
す
る
、
単
に
時
と
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
全
く
己
れ
の
気
侭
次
第
で
出

し
た
り
引
込
ま
し
た
り
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
一
）
と
さ
れ
る
あ
た
り

に
も
、
問
題
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

一
郎
を
し
て
「
霊
も
魂
も
所
詮
ス
ピ
リ
ッ
ト
も
掴
ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
い
る
事
丈
は
慥
だ
」

（
「
兄
」
二
十
）
と
い
わ
し
め
る
こ
と
に
な
る
原
因
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
郎
も
直
も
「
技
巧
」
を
嫌
っ
て
い
る
。
一
郎
は
彼
の
仕
方
で
既
婚
者
の
言
葉
を
拒
否
し
、

直
は
ま
た
彼
女
な
り
に
独
身
者
の
言
葉
を
殺
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
二
郎
は
、
直
と
の
方
が

「
兄
よ
り
も
却
っ
て
心
置
な
く
話
し
た
」
（
同
十
四
）
と
い
う
の
だ
が
、
そ
う
し
た
事
惰
に
は

「
性
」
の
問
題
が
介
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
ら
夫
婦
間
の
「
性
」
が
、
「
言
葉
」
の
問
題
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
見
る
こ
と

か
ら
、
一
郎
の
独
身
者
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
郎
の
観
察
は
人
間
を
深
く
洞
察
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
人
物
の
関
係
は
捉
え
て
い
る
。
彼

の
視
線
は
、
一
郎
と
直
の
夫
婦
の
性
的
関
係
が
、
互
い
に
相
手
を
超
越
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
関
係
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
関

時
々
兄
の
機
嫌
好
い
時
丈
、
嬢
も
又
愉
快
さ
う
に
見
え
る
（
略
）
。
さ
う
で
な
い
時
は
、

母
が
捜
を
冷
淡
過
ぎ
る
と
評
す
る
様
に
、
捜
も
亦
兄
を
冷
淡
過
ぎ
る
と
腹
の
中
で
評
し
て

ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
「
兄
」
十
四
）

け
れ
ど
も
斯
う
い
ふ
霊
妙
な
手
腕
を
有
っ
て
ゐ
る
彼
女
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
あ
の
兄
に
対
し

て
始
終
あ
壁
高
を
括
っ
て
ゐ
ら
れ
る
の
だ
と
思
っ
た
。
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
一
）

一
一
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係
が
生
ん
だ
一
粒
種
を
直
は
独
占
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
郎
と
直
の
性
的
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
言
葉
の
関
係
と
表
裏
で
あ
り
、
お
直
は
自
身

の
言
葉
を
差
し
挟
ま
な
い
代
わ
り
に
、
娘
の
芳
子
を
独
占
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
、

彼
女
の
「
言
葉
」
が
、
「
家
」
へ
の
対
応
の
う
ち
に
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
を
一
郎
個
人
に
対

し
て
さ
え
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
と
ち
ょ
う
ど
逆
の
形
で
、
一
郎
に
対
し
て

の
行
動
（
娘
の
独
占
）
の
延
長
と
し
て
、
「
家
」
に
対
し
て
も
そ
う
振
舞
う
の
で
あ
る
。

他
家
に
嫁
い
で
き
た
直
に
と
っ
て
、
「
長
野
家
の
言
葉
」
を
使
用
す
る
こ
と
は
一
つ
の
義
務

で
あ
る
。
彼
女
は
そ
の
務
め
を
そ
つ
な
く
果
た
し
た
が
、
お
直
は
も
と
も
と
一
郎
や
二
郎
ほ
ど

に
は
言
葉
に
敏
感
で
は
な
く
、
重
視
も
し
て
い
な
い
。
彼
女
に
不
満
や
不
服
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
言
葉
の
領
域
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
二
郎
は
、
言
葉
の
不
自
由
さ
な
ど
に
無
縁
の
存
在
で
あ
る
。
言
葉
に
「
細
工
」
を

拒
否
し
て
い
な
が
ら
、
自
ら
の
態
度
に
お
い
て
は
「
細
工
」
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
に
な
る
一

郎
に
比
べ
て
、
二
郎
は
そ
の
言
葉
を
「
家
」
に
寄
り
添
わ
せ
て
い
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
態
度

や
行
為
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
そ
こ
に
直
が
「
心
置
な
く
話
」
す
こ
と
が
で
き
る
要
素
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
直
は
決
し
て
二
郎
に
特
別
な
「
言
葉
」
を
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
二
郎
に

は
そ
ん
な
持
ち
合
わ
せ
な
ど
な
か
っ
た
。
既
婚
者
の
言
葉
を
巧
み
に
模
倣
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で

あ
る
。
し
か
し
、
直
に
は
お
そ
ら
く
、
二
郎
の
「
話
す
」
と
い
う
「
行
為
」
に
意
味
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

彼
女
は
、
一
郎
に
対
し
て
ま
で
、
「
家
」
の
言
葉
で
し
か
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
は
む
ろ
ん
一
郎
に
も
問
題
が
あ
る
。
「
家
」
の
中
に
あ
っ
て
、
彼
女
が
家
族
の
一

員
と
し
て
で
は
な
く
振
舞
え
る
領
域
は
、
一
郎
と
の
性
的
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
直
は

一
郎
が
「
言
葉
」
を
求
め
た
の
と
同
じ
よ
う
に
「
性
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

一
郎
と
直
と
の
性
的
な
関
係
が
軸
と
な
っ
て
、
新
し
い
長
野
家
の
「
家
」
関
係
が
築
か
れ
て

自
分
は
湯
に
入
り
な
が
ら
、
捜
が
今
日
に
限
っ
て
な
ん
で
又
丸
雷
な
ん
て
仰
山
な
頭
に

結
ふ
の
だ
ら
う
と
思
っ
た
。
大
き
な
声
を
出
し
て
、
「
姉
さ
ん
、
姉
さ
ん
」
と
湯
壷
の
中

か
ら
呼
ん
で
見
た
。
「
な
に
よ
」
と
い
ふ
返
事
が
廊
下
の
出
口
で
聞
こ
え
た
。

「
御
苦
労
さ
ま
、
此
暑
い
の
に
」
と
自
分
が
云
っ
た
。

「
何
故
」

「
何
故
っ
て
、
兄
さ
ん
の
御
好
み
な
ん
で
す
か
、
其
で
こ
ノ
、
頭
は
」

「
知
ら
な
い
わ
」
（
「
兄
」
八
）

い
く
の
で
あ
る
以
上
、
直
の
要
求
は
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
郎
に
と
っ
て
の

直
と
の
性
的
関
係
は
、
「
家
」
か
ら
は
独
立
し
た
個
人
の
存
在
を
互
い
に
確
認
す
る
場
と
し
て

適
当
な
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
現
在
あ
る
長
野
家
か
ら
将
来
あ
る
べ
き

長
野
家
へ
と
い
っ
た
発
想
の
契
機
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
今
あ
る
長
野
家
の

「
長
男
」
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
当
然
で
も
あ
る
の
だ
が
、
未
来
の
長
野
家
へ
の
「
主
」

と
な
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
志
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
長
男
」
と
し
て
、
現
在
そ
う
で
「
あ
る
」
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
彼
の
取
り
繕
っ

た
「
態
度
」
に
、
「
主
」
と
し
て
未
来
に
そ
う
「
な
る
」
こ
と
へ
の
意
志
の
欠
落
は
、
既
婚
者

の
言
葉
を
拒
否
し
、
ひ
た
す
ら
独
身
者
の
言
葉
を
求
め
る
と
い
う
姿
勢
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
た
意
味
で
は
、
一
郎
は
「
性
」
に
対
し
て
極
め
て
独
身
者
的
で
あ
り
、
「
言
葉
」
の
領
域

に
お
い
て
と
同
様
、
そ
こ
で
の
「
技
巧
」
と
「
無
技
巧
」
と
の
間
で
、
ま
さ
し
く
漱
石
的
な
独

身
者
性
を
生
き
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
霊
」
や
「
魂
」
や
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
こ
と
さ
ら
問
題
に
す
る
一
郎
に
と
っ
て
、

そ
の
痩
得
の
可
能
性
は
、
「
性
」
の
領
域
に
あ
る
よ
り
は
、
や
は
り
「
言
葉
」
の
領
域
に
あ
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
郎
が
「
詩
人
ら
し
い
純
粋
な
気
質
を
持
っ
て
生
れ
た
」

（
「
兄
」
六
）
と
さ
れ
る
の
は
、
彼
が
観
念
的
な
頭
脳
で
抽
象
的
に
煩
悶
す
る
男
だ
と
い
う
意
味

で
は
な
く
、
言
葉
に
対
す
る
彼
の
姿
勢
を
こ
そ
指
し
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
沢
の
「
例
の
精
神
病
の
娘
さ
ん
」
（
「
兄
」
十
）
の
話
を
二
郎
に
持
ち
か
け
ら
れ
た
一
郎

は
、
逆
に
「
三
沢
が
其
女
の
死
ん
だ
と
き
、
冷
た
い
額
へ
接
吻
し
た
」
（
同
）
こ
と
に
ま
で
触

れ
て
二
郎
を
驚
か
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
接
吻
の
方
が
何
だ
か
よ
り
多
く
純
粋
で
且
美
し
い

気
が
し
ま
す
」
と
「
詩
を
見
る
眼
で
」
「
接
吻
」
に
こ
だ
わ
る
二
郎
を
後
目
に
、
一
郎
は
「
も

っ
と
実
際
問
題
」
と
し
て
、
「
言
葉
」
を
し
か
問
題
に
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
（
同
十

一
）
。「

早
く
帰
っ
て
来
て
頂
戴
ね
」
（
「
友
達
」
三
十
二
）
と
い
う
言
葉
を
、
「
己
は
何
う
し
て
も

た
し

兄
は
和
歌
山
行
の
汽
車
の
中
で
、
其
女
は
慥
か
に
三
沢
を
思
っ
て
ゐ
る
に
違
な
い
と
断
言

は
ぽ
か
り

し
た
。
精
神
病
で
心
の
偉
が
解
け
た
か
ら
だ
と
其
理
由
迄
も
説
明
し
た
。
兄
は
こ
と
に
よ

か
＄
●
●
●
●
●
●
●

る
と
、
嬢
を
さ
う
い
ふ
精
神
病
に
罹
ら
し
て
見
た
い
、
本
音
を
吐
か
せ
て
見
た
い
、
と
思

は
た

っ
て
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
思
っ
て
ゐ
る
兄
の
方
が
、
傍
か
ら
見
る
と
、
も
う
そ
ろ
そ

ろ
神
経
衰
弱
の
結
果
、
多
少
精
神
に
狂
ひ
を
生
じ
か
け
て
、
自
分
の
方
か
ら
恐
み
し
い
言

●
●

葉
を
家
中
に
響
か
せ
て
狂
ひ
廻
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十
一
）
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一
郎
が
「
性
」
と
「
言
葉
」
の
領
域
に
お
い
て
、
「
技
巧
」
と
「
無
技
巧
」
と
の
間
で
漱
石

的
独
身
者
性
を
生
き
て
い
る
こ
と
は
先
に
少
し
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
二
郎

の
独
身
者
性
に
つ
い
て
で
あ
り
、
彼
の
「
性
」
と
「
言
葉
」
の
領
域
に
お
け
る
一
郎
と
の
共
通

点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

い
か
に
も
、
あ
る
年
齢
に
達
し
た
独
身
者
が
家
の
中
に
存
在
し
続
け
る
と
、
一
見
安
定
に
見

え
た
生
活
の
内
に
、
隠
さ
れ
た
家
族
内
存
在
者
の
軋
繰
や
葛
藤
が
露
に
な
っ
て
く
る
も
の
だ
と

で
も
い
う
よ
う
に
、
小
説
は
進
め
ら
れ
る
。

事
実
、
そ
う
し
た
独
身
者
た
ち
こ
そ
が
す
べ
て
の
元
凶
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
お
直
は

「
早
く
奥
さ
ん
を
お
貰
ひ
な
さ
い
」
「
早
い
方
が
好
い
わ
よ
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
二
十
五
）
と

重
ね
て
強
調
し
、
捜
の
こ
と
に
つ
い
て
直
接
話
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
三
沢
ま
で
が
、
二
郎
に

其
女
が
三
沢
に
気
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
か
思
は
れ
ん
」
「
何
故
で
も
己
は
さ
う
解
釈
す
る
ん
だ
」

あ
、

と
し
、
「
聴
々
女
も
気
狂
に
し
て
見
な
く
っ
ち
ゃ
、
本
体
は
到
底
解
ら
な
い
の
か
な
」
（
「
兄

十
二
）
と
洩
ら
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
一
郎
の
姿
に
は
、
無
技
巧
な
「
言
葉
」
か
ら
「
ス
ピ
リ
ッ

ト
」
を
、
純
粋
な
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
か
ら
人
間
の
「
本
体
」
を
、
一
挙
に
捉
え
よ
う
と
す
る
狂

気
に
も
似
た
、
し
か
し
彼
な
り
に
真
箪
な
欲
望
が
露
出
し
て
い
る
。

性
的
関
係
に
お
け
る
直
の
要
求
の
正
当
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
郎
が
そ
う
し
た
要
求
を
素

直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
要
因
は
、
お
そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
「
性
」
の
領
域
が
、

「
技
巧
」
の
混
じ
り
込
み
や
す
い
「
態
度
」
や
「
行
為
」
の
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
実
際
そ
こ
に
「
技
巧
」
が
入
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

ヂ
《
》
。

『
行
人
」
と
い
う
小
説
は
、
互
い
に
「
技
巧
」
を
拒
み
つ
つ
も
、
相
手
に
「
言
葉
」
を
求
め

「
態
度
」
を
求
め
て
し
ま
う
ス
レ
違
っ
た
男
女
一
対
（
一
郎
お
直
夫
蝿
）
が
、
お
互
い
に
対
し

て
そ
れ
を
求
め
合
う
こ
と
を
断
念
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
欲
望
か
ら
も
自
由
で
あ
っ
た
同
じ
一
人

の
青
年
（
二
郎
）
を
、
（
き
っ
か
け
は
一
郎
が
つ
く
る
に
せ
よ
）
同
時
に
自
分
た
ち
の
欲
望
の

対
象
に
移
し
変
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
欲
望
の
存
続
を
試
み
る
物
語
で
あ
る
。
二
人
の
欲
望
は

殺
さ
れ
る
。
二
郎
は
結
局
、
ど
ち
ら
の
要
求
に
も
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
初
め
て
生
ま
れ
つ

つ
あ
る
自
身
の
欲
望
に
気
付
き
な
が
ら
、
術
な
く
言
葉
も
行
為
も
喪
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
図
式
的
な
整
理
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
当
然
込
み
入
っ
た
事
情

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
い
ま
少
し
詳
し
く
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

独
立
を
勧
め
結
婚
を
促
し
て
い
る
（
同
二
十
三
）
。
母
親
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
最
初
か
ら
積

極
的
に
、
片
付
け
や
す
い
も
の
か
ら
順
に
家
か
ら
独
身
者
を
追
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

ヲ
（
》
。

し
か
し
、
そ
の
母
親
自
身
が
「
二
郎
た
と
ひ
、
お
前
が
家
を
出
た
っ
て
ね
…
…
」
（
同
二
十

四
）
と
つ
い
口
走
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
の
は
、
問
題
は
二
郎
が
家
を
出
る
こ
と
そ
の
こ

と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
何
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

二
郎
が
家
を
出
る
こ
と
に
ど
う
や
ら
積
極
的
に
な
り
は
し
て
も
、
結
婚
に
対
し
て
は
い
つ
ま

で
も
消
極
的
な
ま
ま
で
終
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
こ
に
重
大
な
問
題
が
隠
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
漱
石
的
独
身
者
性
の
問
題
は
、
一
郎
に
お
い
て
既
に
み
た
よ
う
に
、

彼
が
既
婚
者
と
な
る
か
否
か
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
自
身
の
固
有
の
欲
望
に
関

わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

独
身
者
は
、
た
し
か
に
「
性
」
に
対
し
て
戸
惑
い
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
を
引
い
て
桶
谷
秀
昭
は
、
八
こ
う
い
う
文
章
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
主
題
は
嫉
妬
で
は

な
く
、
嫉
妬
と
は
何
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ｖ
と
指
摘
し
て
い
る
②
。

「
嫉
妬
」
と
い
う
よ
う
な
既
婚
者
の
言
葉
に
落
ち
着
く
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
「
嫉
妬
と
は
何

か
と
い
う
問
い
」
を
生
き
る
こ
と
。

し
か
し
、
桶
谷
氏
が
Ａ
こ
の
問
い
が
一
郎
の
内
部
に
移
さ
れ
る
と
ｖ
と
続
け
て
問
う
こ
と
に

な
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
問
題
が
一
郎
中
心
、
一
郎
の
自
己
相
対
化
と
自
己
絶
対
化
へ
の
欲
望

の
二
極
分
裂
と
い
う
構
図
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
回
避
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
は
、
氏
が
追
求
し
て
い
る
「
調
和
」
か
「
衝
突
」
か
の
極
限
で
は
な
く
、
「
中
心
を
欠

い
た
」
ま
ま
宙
づ
り
に
さ
れ
て
、
ど
う
に
も
「
発
展
し
得
な
い
」
「
性
」
の
問
題
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
こ
の
問
題
が
「
一
郎
の
内
部
に
移
さ
れ
る
」
と
き
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
｜
郎
の
「
性
」
に
対
す
る
戸
惑
い
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
な
ぜ
一
郎
が
時
々
直
の
「
霊
妙

自
分
の
「
あ
の
女
」
に
対
す
る
興
味
は
衰
へ
た
け
れ
ど
も
自
分
は
何
う
し
て
も
三
沢
と

「
あ
の
女
」
と
を
さ
う
懇
意
に
は
し
た
く
な
か
っ
た
。
三
沢
も
又
、
あ
の
美
し
い
看
護
婦

を
何
う
す
る
了
簡
も
な
い
癖
に
、
自
分
丈
が
段
々
彼
女
に
近
づ
い
て
行
く
の
を
見
て
、
平

気
で
ゐ
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
其
処
に
自
分
達
の
心
付
か
な
い
暗
闘
が
あ
っ
た
。
其

処
に
持
っ
て
生
れ
た
人
間
の
我
儘
と
嫉
妬
が
あ
っ
た
。
其
処
に
調
和
に
も
衝
突
に
も
発
展

●
■
●
●

し
得
な
い
、
申
心
書
矢
い
わ
興
味
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
其
処
に
は
性
の
争
ひ
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
両
方
共
そ
れ
を
露
骨
に
云
ふ
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
「
友
達
」
二
十
七
）
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平
岡
敏
夫
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
小
宮
豊
隆
は
、
漱
石
の
日
記
に
あ
る
「
○
夫
婦
相
せ
め

ぐ
外
其
侮
を
防
ぐ
／
○
喧
嘩
、
不
快
、
リ
パ
ル
ジ
ョ
ン
が
自
然
の
偉
大
な
力
の
前
に
畏
縮
す
る

と
同
時
に
相
手
は
今
迄
の
相
違
を
忘
れ
て
抱
擁
し
て
ゐ
る
」
「
夫
は
そ
れ
を
愛
す
る
と
同
時
に
、

何
時
で
も
又
し
て
遣
ら
れ
た
と
い
ふ
感
じ
に
な
る
。
」
と
い
う
一
節
の
「
自
然
の
偉
大
な
力
」

と
は
、
性
欲
で
は
な
い
か
と
し
、
こ
こ
で
の
一
郎
が
、
そ
の
「
自
然
の
偉
大
な
力
」
を
前
に
し

て
、
直
に
八
対
す
る
反
掻
が
畏
縮
し
て
行
く
事
を
感
じ
、
相
手
か
ら
「
手
触
り
を
挑
」
ま
れ
た

あ
と
で
は
、
き
っ
と
相
手
を
「
愛
す
る
と
同
時
に
又
し
て
遮
ら
れ
た
」
と
感
じ
た
の
に
違
ひ
な

い
ｖ
と
述
べ
て
い
る
③
。

な
手
腕
」
に
よ
っ
て
そ
の
機
嫌
を
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
お
貞
さ
ん
へ
の
忠
告
、
お
貞
さ
ん
に
関
す
る
Ｈ
さ
ん
と
の
会
話
か
ら
も
察
せ
ら
れ

る
よ
う
に
、
一
郎
は
「
性
」
に
対
し
て
い
つ
で
も
「
自
然
」
を
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
そ
う
し
た
「
自
然
」
が
、
小
宮
氏
の
考
え
る
よ
う
に
「
和
解
」
や
「
慈
悲
」
の
契
機
に

な
る
と
し
て
も
、
一
郎
は
「
性
」
を
積
極
的
に
肯
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
一
郎
が
「
性
」
の
領
域
に
お
い
て
も
「
技
巧
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た

そ
の
「
技
巧
」
が
、
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
自
身
が
身
に
つ
け
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
に
十
分
意
識
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
を
彼
が
拒
も
う
と
努
め
つ
つ
も
拒
み
き
れ
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。

「
性
」
を
前
に
し
た
と
き
、
一
郎
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
一
郎
の
沈
黙
を
な
ぞ
る

魯

扉
の
敷
居
に
姿
を
現
し
た
彼
女
は
、
風
呂
か
ら
上
が
り
た
て
と
見
え
て
、
蒼
味
の
注
し

０
め

た
常
の
頬
に
、
心
持
の
好
い
程
、
薄
赤
い
血
を
引
き
寄
せ
て
、
肌
理
の
細
か
い
皮
唐
に
手

触
り
を
挑
む
や
う
な
柔
ら
か
さ
を
見
せ
て
ゐ
た
。
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
二
十
八
）

「
（
略
）
結
婚
は
顔
を
赤
く
す
る
程
婚
し
い
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
恥
づ
か
し
い
も
の
で

も
な
い
よ
。
そ
れ
所
か
、
結
婚
を
し
て
一
人
の
人
間
が
二
人
に
な
る
と
、
一
人
で
ゐ
た
時

よ
り
も
人
間
の
品
格
が
堕
落
す
る
場
合
が
多
い
。
（
略
）
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
六
）

よ
こ
し
ま

「
何
ん
な
人
の
所
へ
行
こ
う
と
、
嫁
に
行
け
ば
、
女
は
夫
の
た
め
に
邪
に
な
る
の
だ
。

さ
う
い
ふ
僕
が
既
に
僕
の
妻
を
何
の
位
悪
く
し
た
か
分
ら
な
い
。
（
略
）
幸
福
は
嫁
に
行

っ
て
天
真
を
損
は
れ
た
女
か
ら
は
要
求
で
き
る
も
の
ぢ
や
な
い
よ
」
（
「
塵
労
」
五
十
一
）

よ
う
に
こ
郎
も
ま
た
、
「
性
」
に
つ
い
て
は
言
葉
を
持
て
な
い
で
い
る
。
む
ろ
ん
、
二
郎
は
一

郎
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
「
技
巧
」
を
見
て
そ
れ
を
拒
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

は
っ
き
り
「
自
然
」
を
感
じ
て
そ
れ
に
惹
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

将
来
「
調
和
」
か
「
衝
突
」
の
い
ず
れ
か
に
「
な
る
」
こ
と
を
拒
み
通
し
、
「
中
心
を
欠
い

た
」
ま
ま
現
在
そ
う
で
「
あ
る
」
こ
と
に
ひ
た
す
ら
こ
だ
わ
る
二
郎
は
、
「
我
侭
」
や
「
嫉
妬
」

と
い
う
言
葉
に
さ
え
落
ち
着
く
こ
と
が
出
来
ず
、
「
性
の
争
ひ
」
を
「
争
ひ
」
そ
の
も
の
と
し

て
内
に
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
然
そ
う
し
た
「
争
ひ
」
を
御
し
得
る
「
技

巧
」
の
あ
る
は
ず
も
な
い
二
郎
は
、
欲
望
の
対
象
に
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
、
行
為
す
る
こ
と

が
出
来
ず
、
た
だ
「
自
分
の
罪
を
詫
び
る
心
持
ち
で
」
、
第
三
者
の
三
沢
に
、
「
も
う
退
院
は

勧
め
な
い
」
と
い
う
言
葉
し
か
口
に
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
こ
そ
、
『
行
人
』
に
お
け
る
独
身
者
の
、
独
身
者
性
を
も
っ
と
も

露
呈
し
て
い
る
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
貞
さ
ん
と
で
あ
れ
ば
、
「
其
委
細
を
知
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、
彼
等
二
人
よ
り
以
外
に
、
恐

ら
く
天
下
に
一
人
も
あ
る
ま
い
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十
四
）
と
ま
で
二
郎
に
い
わ
し
め
る
ほ

ど
の
話
を
、
「
差
向
ひ
で
」
す
る
一
郎
も
ま
た
、
お
直
に
対
し
て
は
つ
い
に
「
手
を
加
へ
る
」

こ
と
に
ま
で
な
っ
て
も
、
直
接
直
に
語
る
言
葉
を
持
た
ず
、
第
三
者
の
二
郎
に
「
直
は
お
前
に

惚
れ
て
る
ん
ぢ
や
な
い
か
」
（
「
兄
」
十
八
）
と
い
う
言
葉
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

う
（
》
◎

こ
こ
で
も
、
別
の
人
間
に
対
し
別
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
独
身
者
の
欲
望
は
、
つ
ま
り
は
二

重
に
代
行
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
ら
独
身
者
性
を
生
き
る
者
は
、
自
身
の

欲
望
の
対
象
に
向
け
て
、
直
接
語
る
こ
と
が
、
行
為
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
性
」
に
「
技
巧
」
が
入
り
込
む
こ
と
を
極
力
拒
む
一
郎
の
姿
勢
は
、
「
性
」
の
欲
望
の
対

象
と
の
間
に
既
婚
者
の
言
葉
が
入
り
込
む
こ
と
が
忌
避
さ
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
、
そ

こ
に
独
身
者
の
言
葉
に
よ
る
対
話
が
成
立
す
る
こ
と
が
切
望
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
実
は

ま
る
で
逆
の
か
た
ち
で
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。

「
技
巧
」
に
よ
る
以
外
、
「
中
心
を
欠
い
た
」
ま
ま
宙
づ
り
に
さ
れ
、
代
行
さ
れ
る
ば
か
り

の
独
身
者
の
欲
望
は
、
何
処
に
そ
の
活
路
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
疑
問
を
前
に
す
る
と
き
、
一
郎
が
洩
ら
す
「
二
郎
、
あ
る
技
巧
は
、
人
生
を
幸
福

に
す
る
た
め
に
、
何
う
し
て
も
必
要
と
見
え
る
ね
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
五
）
と
い
う
言
葉
は
、

四
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後
に
ま
た
Ｈ
さ
ん
と
い
う
第
三
者
に
対
し
て
、
直
に
「
手
を
加
へ
た
」
と
き
の
こ
と
を
述
べ

る
、
こ
う
し
た
直
の
「
言
葉
」
を
要
求
す
る
一
郎
の
言
葉
は
、
も
は
や
彼
の
身
勝
手
な
独
白
に

過
ぎ
な
い
。
事
実
は
、
二
郎
に
対
し
て
「
直
の
節
操
を
御
前
に
」
と
口
に
し
た
と
き
す
で
に
、

一
郎
は
直
と
の
間
に
独
身
者
の
言
葉
で
語
り
合
う
と
い
う
欲
望
を
自
ら
殺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
痛
切
な
響
き
の
内
に
、
微
妙
な
意
味
合
を
含
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
郎
の
対
人
姿
勢
の
基
本
と
し
て
の
「
無
技
巧
」
の
極
限
に
お
い
て
、
や
は
り
必
要
と
さ
れ

て
し
ま
う
の
が
「
あ
る
技
巧
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
自
問
が
、
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
と
き
、
「
あ
る
技
巧
」
と
は
、
他
人
を
「
綾
成
す
技
巧
」
、

「
何
う
し
た
ら
綾
成
せ
る
か
」
と
い
う
「
分
別
」
（
同
）
な
ど
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。

漱
石
的
独
身
者
性
を
生
き
る
者
が
、
自
身
の
固
有
の
欲
望
を
、
直
接
そ
の
対
象
に
向
け
、
発

語
し
、
対
話
し
得
る
た
め
の
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
ど
う
し
て
も
独
身

者
の
言
葉
が
生
き
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
あ
る
か
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
こ
の
一
郎
の
「
あ
る
技
巧
は
何
う
し
て
も
必
要
」
だ
と
い
う
言
葉
は
、
「
性
」

を
前
に
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
得
る
自
身
の
言
葉
を
（
あ
る
い
は
態
度
を
）
、
つ
ま
り
は
「
あ

る
技
巧
」
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
か
、
と
い
う
、
二
郎
に
対
す
る
問
い
か
け
の
言
葉
に
も
な
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
郎
が
二
郎
に
告
げ
た
、
「
実
は
直
の
節
操
を
御
前
に
試
し
て
貰
ひ
た
い
の
だ
」

（
「
兄
」
二
十
四
）
と
い
う
言
葉
こ
そ
は
、
実
は
彼
が
口
に
し
得
る
、
ぎ
り
ぎ
り
に
独
身
者
の
言

葉
に
近
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
言
葉
が
一
郎
が
直
へ
直
接
向
け
る
べ

き
欲
望
の
代
行
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
二
郎
そ
の
人
に
与
え
た
課
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
二
郎
へ
の
「
愛
」
の
言
葉
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

独
身
者
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
独
身
者
の
言
葉
を
持
て
な
い
で
い
る
二
郎
で

あ
っ
て
も
、
二
郎
に
対
し
て
な
ら
語
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
直
の
独
身
者
と
し
て
の
言
葉
（
態
度
）

に
対
し
て
、
二
郎
も
ま
た
当
然
自
身
の
独
身
者
の
言
葉
（
態
度
）
で
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
二
郎
に
可
能
と
な
れ
ば
、
自
分
と
も
独
身
者
の
言
葉
で
語
り
合
う
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
隠
さ
れ
た
欲
望
が
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

は
る
か

君
、
女
は
腕
力
に
訴
へ
る
男
よ
り
遥
に
残
酷
な
も
の
だ
よ
。
僕
は
何
故
女
が
僕
に
打
た
れ

た
時
、
起
っ
て
抵
抗
し
て
呉
れ
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
抵
抗
し
な
い
で
も
好
い
か
ら
、
何
故

一
言
ひ
谷
云
ひ
争
っ
て
呉
れ
な
か
っ
た
と
思
ふ
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十
七
）

し
た
が
っ
て
、
「
節
操
を
御
前
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
直
へ
の
欲
望
の
代
行
と
し
て
は
あ
り

得
ず
、
そ
れ
は
直
接
二
郎
に
向
け
て
の
一
郎
の
独
身
者
と
し
て
の
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
独
身
者

の
言
葉
に
よ
る
対
話
の
成
立
と
い
う
彼
の
欲
望
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
一
郎
の
主
要
な
関
心
は
、
だ
か
ら
二
郎

に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
移
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
二
郎
が
一
郎
か
ら
の
報
告
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
き
、
彼
は
同
時
に
、
直
か

ら
の
返
答
の
義
務
を
も
負
う
こ
と
に
な
る
。
一
郎
に
は
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
、
直
に
は
「
態
度
」

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
応
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
課
題
を
前
に
し
た
と
き
、
二
郎
は
ど
の
よ
う
に
振
舞

い
得
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
二
郎
の
振
舞
い
は
、
一
郎
や
直
に
何
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
っ
た
か
。

し
か
し
、
今
ま
で
「
家
」
の
中
で
、
「
懸
隔
の
あ
る
言
葉
で
対
応
す
る
の
が
例
に
な
っ
て
ゐ

た
」
（
「
兄
」
二
）
と
さ
れ
る
ほ
ど
、
「
上
下
」
の
関
係
を
生
き
て
き
た
二
郎
に
、
突
然
同
じ
平

面
に
降
り
て
き
た
一
郎
の
、
独
身
者
と
し
て
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
受
け
取
り
、
ど
の
よ

う
に
し
て
そ
れ
に
答
え
よ
と
い
う
の
か
。

お
直
と
の
和
歌
山
で
の
一
夜
を
過
ご
し
た
後
、
和
歌
の
浦
に
戻
っ
た
二
郎
が
一
郎
に
報
告
を

迫
ら
れ
る
場
面
で
の
言
葉
で
あ
る
。

二
郎
は
、
「
此
時
の
自
分
の
心
理
状
態
を
解
剖
し
て
、
今
か
ら
顧
み
る
と
、
兄
に
識
蝉
ふ
と

た
し
か

い
ふ
程
で
も
な
い
が
、
多
少
彼
を
焦
ら
す
気
味
で
ゐ
た
の
は
慥
で
あ
る
」
と
し
て
、
「
自
分
は

く
み

自
分
は
し
ば
ら
く
兄
の
様
子
を
見
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
是
は
與
し
易
い
と
い
ふ
心
が
起

っ
た
。
（
略
）
も
う
少
し
待
っ
て
ゐ
れ
ば
自
分
の
力
で
破
裂
す
る
か
、
又
は
自
分
の
力
で

何
処
か
へ
飛
ん
で
行
く
に
相
違
な
い
。
ｌ
自
分
は
斯
う
観
察
し
た
。

捜
が
兄
の
手
に
合
は
な
い
の
も
全
く
此
処
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
の
だ
と
自
分
は
此
時
漸
く

勘
付
い
た
。
又
捜
と
し
て
存
在
す
る
に
は
、
彼
女
の
遺
口
が
一
番
巧
妙
な
ん
だ
ら
う
と
も

考
へ
た
。
（
略
）
昨
日
一
日
一
晩
捜
と
暮
し
た
経
験
は
図
ら
ず
も
此
苦
々
し
い
兄
を
裏
か

ら
甘
く
見
る
結
果
に
な
っ
て
眼
前
に
現
は
れ
て
来
た
。
（
同
四
十
三
）

「
お
前
直
の
性
質
が
解
っ
た
か
い
」
／
「
解
り
ま
せ
ん
」
／
自
分
は
兄
の
問
い
の
余
り
に

●
●

●
●
●
●
●
●
●

厳
格
な
た
め
、
つ
い
斯
う
簡
単
に
答
へ
て
仕
舞
っ
た
。
さ
う
し
て
其
あ
ま
り
に
形
式
的
な

の
に
後
か
ら
気
が
付
い
て
、
悪
か
っ
た
と
思
ひ
返
し
た
が
、
も
う
及
ば
な
か
っ
た
。
／
兄

は
其
後
一
口
も
聞
き
も
せ
ず
、
又
答
へ
も
し
な
か
っ
た
。
（
「
兄
」
四
十
二
）
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今
に
な
っ
て
、
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も
出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
憐
悔
し
た
い
と
思
ふ
」

（
同
四
十
二
）
と
い
う
の
だ
が
、
二
郎
の
い
う
こ
の
「
今
」
は
、
お
そ
ら
く
予
定
さ
れ
て
い
た

結
末
（
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
）
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
小
説
で
は
つ
い
に
明
ら
か
に
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
の
か
が
不
明

で
あ
る
。

し
か
し
、
独
身
者
性
の
観
点
か
ら
『
行
人
』
を
み
て
き
た
私
た
ち
に
は
、
こ
の
言
葉
が
一
郎

の
「
愛
」
に
応
え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
終
わ
っ
た
二
郎
が
、
自
身
の
独
身
者
性
に
無
自
覚
で
は

い
ら
れ
な
く
な
る
事
態
を
迎
え
る
だ
ろ
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

直
と
の
間
に
つ
い
て
も
、
事
憎
は
同
じ
で
あ
る
。
二
郎
の
い
う
「
嬢
と
暮
ら
し
た
経
験
」
が
、

一
郎
を
「
焦
ら
す
」
程
度
の
「
技
巧
」
を
身
に
付
け
さ
せ
る
だ
け
で
、
先
の
程
度
に
し
か
一
郎

を
理
解
さ
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
直
に
と
っ
て
ど
の
程
度
の
「
経
験
」
で
あ
っ

た
の
か
は
知
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
一
郎
に
二
郎
と
の
和
歌
山
行
き
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
、
す
で
に
一
郎
に
対
し
て

だ
け
で
な
く
、
自
身
に
も
絶
望
し
て
い
た
は
ず
の
お
直
に
と
っ
て
、
仮
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
郎
の
実
際
の
態
度
で
あ
り
行
為
で
あ
っ
た
。
二
郎
自
身
さ
え
必

要
と
し
て
い
な
い
言
葉
な
ど
、
直
に
は
そ
れ
こ
そ
「
ど
う
で
も
好
い
」
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
郎
は
、
「
自
分
の
為
に
使
ふ
」
言
葉
を
口
に
出
来
な
い
。
で
は
彼
は
態
度
や
行
為
で
そ
れ

捜
の
前
へ
出
て
、
斯
う
差
し
向
ひ
に
坐
っ
た
が
最
後
、
到
底
真
底
か
ら
誠
実
に
兄
の
為
に

計
る
事
は
出
来
な
い
の
だ
と
迄
思
っ
た
。
（
略
）
何
ん
な
言
語
で
も
兄
の
為
に
使
は
う
と

す
れ
ば
使
は
れ
た
。
け
れ
ど
も
其
を
使
ふ
自
分
の
心
は
、
兄
の
為
で
な
く
っ
て
却
っ
て
自

分
の
為
に
使
ふ
の
と
同
じ
結
果
に
な
り
や
す
か
っ
た
。
自
分
は
決
し
て
斯
ん
な
役
割
を
引

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

き
受
け
べ
き
人
格
で
は
な
か
っ
た
。
（
略
）
／
「
貴
方
急
に
黙
つ
ち
ま
っ
た
の
ね
」
と
其

時
捜
が
云
っ
た
。
鮭
ざ
自
分
か
急
所
を
実
今
様
膳
。
（
「
兄
」
三
十
一
）

「
正
直
な
所
姉
さ
ん
は
兄
さ
ん
が
好
き
な
ん
で
す
か
、
又
嫌
な
ん
で
す
か
」

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

自
分
は
斯
う
云
っ
て
仕
舞
っ
た
後
で
、
此
言
葉
は
手
を
出
し
て
捜
の
頬
を
、
拭
い
て
逓

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

れ
な
い
代
り
に
自
然
口
の
方
か
ら
出
た
の
だ
と
気
が
付
い
た
。
捜
は
手
帛
と
涙
の
間
か
ら
、

自
分
の
顔
を
覗
く
や
う
に
見
た
。

「
二
郎
さ
ん
」

互
い
に
独
身
者
的
存
在
と
し
て
、
最
も
近
い
か
た
ち
で
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
場

面
で
も
、
二
郎
は
直
の
求
め
る
態
度
や
行
為
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
直
の
悲
劇
性
は
、
彼
女
の
欲
望
の
二
次
的
な
対
象
と
し
て
二
郎
が
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
一
郎
に
し
て
か
ら
が
彼
女
の
欲
望
の
二
次
的
な
対
象
で
あ
っ

た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
欲
望
そ
の
も
の
が
二
次
的
で
あ
る
し
か
な
い
彼
女
に
は
、
そ
の
一
次

的
な
対
象
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

直
は
、
水
を
与
え
て
く
れ
る
「
誰
か
」
が
そ
ば
に
居
さ
え
す
れ
ば
、
自
身
の
欲
望
に
気
付
か

ぬ
「
鉢
植
」
で
い
る
し
か
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

独
身
者
は
、
「
言
葉
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
相
手
に
は
「
態
度
」
で
、
「
態
度
」
が
求
め
ら

れ
て
い
る
相
手
に
は
「
言
葉
」
で
、
し
か
も
中
途
半
端
な
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
え
て
し

ま
う
。
二
郎
は
こ
の
と
き
、
一
郎
や
直
の
、
誰
よ
り
自
身
の
欲
望
に
気
が
付
い
て
い
な
い
。
し

か
し
、
一
郎
や
直
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
欲
望
を
殺
す
こ
と
に
な
る
だ
け
で
終
わ
っ
た
こ
の

「
え
挺
」
・

此
簡
単
な
答
え
は
、
恰
も
磁
石
に
吸
は
れ
た
鉄
の
屑
の
様
に
、
自
分
の
口
か
ら
少
し
の

括
抗
も
な
く
、
何
等
の
自
覚
も
な
く
釣
り
出
さ
れ
た
。

●
●
●
●
●
●
●
●

「
貴
方
何
の
必
要
が
あ
っ
て
其
ん
な
事
を
聞
く
の
。
妾
が
兄
さ
ん
以
外
に
好
い
て
る
男

で
も
あ
る
と
思
っ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
の
」

（
略
）「

云
は
な
く
っ
て
も
勝
抜
け
よ
。
能
く
知
っ
て
る
わ
、
自
分
だ
っ
て
。
け
ど
、
是
で
も

時
々
は
他
か
ら
親
切
だ
っ
て
賞
め
ら
れ
る
事
も
あ
っ
て
よ
。
さ
う
馬
鹿
に
し
た
も
の
で
も

な
い
わ
」

自
分
は
嘗
て
大
き
な
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
蜻
蛉
だ
の
草
花
だ
の
を
色
々
の
糸
で
、
捜
に
縫
ひ

付
け
て
貰
っ
た
御
礼
に
、
あ
な
た
は
親
切
だ
と
感
謝
し
た
事
が
あ
っ
た
。

「
あ
れ
、
ま
だ
有
る
で
せ
う
綺
麗
ね
」
と
彼
女
が
云
っ
た
。

「
え
狸
。
大
事
に
し
て
持
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
自
分
は
答
へ
た
。
自
分
は
事
実
だ
か
ら
斯

う
答
へ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
（
同
三
十
二
）

親
の
手
で
植
付
け
ら
れ
た
鉢
植
の
や
う
な
も
の
で
一
遍
植
ゑ
ら
れ
た
が
最
後
、
誰
か
来
て

動
か
し
て
呉
れ
な
い
以
上
、
と
て
も
動
け
や
し
ま
せ
ん
。
凝
と
し
て
ゐ
る
丈
で
す
。
立
枯

に
な
る
迄
凝
と
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
ん
で
す
も
の
（
「
塵
労
」
四
）
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引
き
延
ば
さ
れ
、
そ
の
間
だ
け
は
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
る
こ
と
に
な
っ
た
一
郎
の
、
独
身

者
の
言
葉
へ
の
欲
望
は
、
彼
が
二
郎
に
「
士
人
の
交
は
り
は
出
来
な
い
男
だ
」
と
い
う
「
烈
し

い
言
葉
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
二
十
二
）
を
吐
く
こ
と
に
な
る
と
き
、
ま
た
も
自
ら
の
手
で
そ
れ

を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
郎
の
言
葉
は
、
直
に
対
し
て
も
、
二
郎
に
対
し
て

も
、
そ
の
独
身
者
的
対
話
を
生
き
る
可
能
性
を
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

独
身
者
の
言
葉
を
持
て
な
い
で
い
る
二
郎
に
と
っ
て
、
「
節
操
を
お
前
に
」
と
い
う
一
郎
の

言
葉
も
、
「
死
ぬ
事
丈
は
何
う
し
た
っ
て
心
の
中
で
忘
れ
た
日
は
あ
り
や
し
な
い
」
（
「
兄
」
三

十
八
）
と
い
う
直
の
言
葉
も
、
対
話
の
不
可
能
な
不
可
解
な
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。

「
経
験
」
も
、
二
郎
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
に
な
っ
て
自
身
の
欲
望
に
目
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
一
つ
の
「
事
件
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
郎
は
、
言
葉
の
領
域
に
お
い
て
、
自
分
が
「
兄
と
同
じ
運
命
に
遭
遇
」
す
る
こ
と
に
な
る

こ
と
に
気
が
付
い
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
自
身
の
言
葉
の
独
身
者
性
に
付
い
て
考
え
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

五自
分
の
胸
に
は
、
火
鉢
を
隔
て
私
彼
女
と
相
対
し
て
ゐ
る
日
常
の
態
度
の
中
に
絶
え
ざ
る

圧
迫
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
自
分
の
談
話
や
調
子
に
不
愉
快
な
そ
ら
ん
、
し
さ
を
与
へ
た
。

自
分
は
そ
れ
を
明
か
に
自
覚
し
た
。
（
略
）
自
分
は
硬
く
な
っ
た
。
さ
う
し
て
ジ
ョ
コ
ン

ダ
に
似
た
怪
し
い
微
笑
の
前
に
立
ち
疎
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
／
「
二
郎
さ
ん
は
少
時

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

会
は
な
い
う
ち
に
、
急
に
改
ま
つ
ち
ま
っ
た
の
ね
」
（
「
塵
労
」
二
）

下
宿
後
の
自
分
は
、
兄
に
就
い
て
も
捜
に
就
い
て
も
不
謹
慎
な
言
棄
壱
無
貴
任
悟
族
か
勇

●

気
は
全
く
な
か
っ
た
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
三
十
八
）

云
ふ
べ
き
言
葉
は
沢
山
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
（
略
）
最
後
の
一
句
は
正
体
が
知
れ
な
い
と

い
ふ
簡
単
な
事
実
に
帰
す
る
丈
で
あ
っ
た
。
或
は
兄
自
身
も
自
分
と
同
じ
く
、
此
正
体
を

見
届
よ
う
と
煩
悶
し
抜
い
た
結
果
、
斯
ん
な
事
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
は

自
分
が
若
し
兄
と
同
じ
運
命
に
遭
遇
し
た
ら
、
或
は
兄
以
上
に
神
経
を
悩
ま
し
は
し
な
い

か
と
思
っ
て
、
始
め
て
恐
ろ
し
い
心
持
ち
が
し
た
。
（
「
兄
」
三
十
九
）

｜
郎
を
「
馬
鹿
に
し
易
い
所
の
あ
る
男
」
（
「
兄
」
十
九
）
と
見
た
二
郎
は
、
「
人
格
の
出
来

て
ゐ
な
か
っ
た
当
時
の
自
分
」
を
反
省
し
、
「
今
の
自
分
は
」
「
相
応
の
尊
敬
を
払
う
見
地
を

具
へ
て
ゐ
る
」
（
「
兄
」
四
十
三
）
と
し
、
兄
に
対
す
る
見
方
の
変
化
を
告
げ
て
い
る
。
し
か
し

お
直
に
対
し
て
は
、
つ
い
に
「
正
体
の
知
れ
な
い
捜
」
（
「
兄
」
三
十
九
）
の
域
を
出
な
い
ま
ま

で
あ
る
。
「
塵
労
」
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
「
嬢
の
幽
霊
に
追
い
廻
さ
れ
た
」
（
六
）
り
も
す

る
の
だ
が
、
「
柔
ら
か
い
青
大
将
」
（
｜
）
へ
の
関
心
よ
り
は
、
や
は
り
「
兄
の
自
分
に
対
す

る
思
は
く
」
が
．
番
知
り
た
か
っ
た
」
（
二
十
一
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
二
郎
が
、
何
故
Ｈ
さ
ん
の
報
告
に
言
葉
を
譲
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、

従
来
の
作
品
の
主
題
の
分
裂
と
い
う
見
方
で
は
答
え
き
れ
な
い
。

既
婚
者
の
言
葉
だ
け
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
も
は
や
許
さ
れ
ず
、
し
か
も
独
身
者
の
言
葉
を

交
わ
す
は
ず
の
相
手
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
自
分
と
ま
っ
た
く
「
同
じ
運
命
」
を
先
行
し
て
生

き
る
兄
へ
、
兄
一
郎
の
語
る
言
葉
へ
と
、
二
郎
の
欲
望
の
対
象
は
次
第
に
明
確
に
な
っ
て
き
て

い
る
。し

か
し
「
兄
に
報
告
す
る
義
務
」
は
回
避
し
得
た
も
の
の
、
そ
れ
が
語
り
手
と
し
て
の
、
兄

を
報
告
す
る
義
務
さ
え
も
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
に
、
彼
は
ど
れ
ほ
ど
自
覚
的
で
あ

り
得
た
か
。
兄
一
郎
か
ら
「
軽
薄
児
め
」
（
「
帰
っ
て
か
ら
」
二
十
二
）
と
罵
ら
れ
た
人
物
が
、

そ
れ
に
対
応
し
得
る
如
何
な
る
言
葉
す
ら
有
し
な
い
ま
ま
、
一
郎
の
何
を
ど
の
よ
う
に
報
告
出

来
る
と
い
う
の
か
。
二
郎
は
自
身
の
「
言
葉
」
に
つ
い
て
、
「
兄
以
上
に
神
経
を
悩
ま
」
さ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二
郎
は
、
自
身
の
言
葉
を
確
か
め
る
た
め
に
、
か
つ
て
言
葉
を
交
わ
し
得
た
は
ず
の
三
沢
を

訪
ね
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
三
沢
と
な
ら
ば
、
独
身
者
と
し
て
の
言
葉
の
や
り
と
り
が
可
能

で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
微
か
な
望
み
を
抱
き
つ
つ
。
し
か
し
二
郎
が
そ
こ
で
出
会
う
の
は
、

も
は
や
結
婚
が
決
ま
り
、
す
で
に
既
婚
者
の
言
葉
し
か
話
そ
う
と
し
な
い
男
な
の
だ
。

二
郎
が
最
終
的
に
選
ん
だ
方
法
は
、
自
身
の
言
葉
の
喪
失
を
今
一
度
考
え
直
す
た
め
に
も
、

兄
一
郎
の
「
言
葉
」
を
な
ぞ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
自
身
の
言
葉
と
し
て
生
き
直
す
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
郎
と
二
郎
と
の
間
に
は
直
接
独
身
者
の
言
葉
を
交
わ
し
得
る
関
係

が
壊
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
二
郎
は
、
一
郎
の
言
葉
を
媒
介
し
て
く
れ
る
第
三
者
Ｈ
さ

ん
を
、
そ
の
ま
た
第
三
者
三
沢
を
介
し
て
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
君
兄
さ
ん
を
旅
行
さ
せ
る
の
、
快
活
に
す
る
の
っ
て
心
配
す
る
よ
り
、
自
分
で
早
く
結

婚
し
た
方
が
好
か
な
い
か
。
其
方
が
つ
ま
り
君
の
得
だ
ぜ
」
（
「
塵
労
」
十
六
）
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さ
ら
に
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
「
塵
労
」
の
多
く
を
占
め
る
Ｈ
さ
ん
の
報
告
の
中
で
、
一

郎
は
Ｈ
さ
ん
と
独
身
者
の
言
葉
を
交
わ
し
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
Ｈ
さ
ん
は
一
郎
と
は
性
格
か
ら
体
格
に
い
た
る
ま
で
、
正
反
対
の
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
は
い
る
が
、
一
郎
の
「
言
葉
」
に
と
っ
て
、
真
の
他
者
た
り
得
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
一
郎
の
欲
望
の
対
象
は
、
Ｈ
さ
ん
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
も
そ
も
二
人
の
旅
は
、
一
郎

の
直
や
二
郎
へ
の
絶
望
が
薗
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
も
、
彼
ら
の
会
話
は
、

ま
た
し
て
も
せ
い
ぜ
い
一
郎
の
欲
望
の
存
続
の
た
め
に
代
行
さ
れ
る
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い

「
心
臓
の
恐
ろ
し
さ
」
（
「
塵
労
」
三
十
二
）
を
告
白
す
る
一
郎
の
言
葉
は
、
Ｈ
さ
ん
に
は
伝

わ
ら
な
い
。
「
君
の
心
と
僕
の
心
と
は
一
体
何
処
迄
通
じ
て
ゐ
て
、
何
処
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
の

だ
ら
う
」
と
い
う
一
郎
の
問
い
か
け
に
、
Ｈ
さ
ん
が
「
閤
凰
弓
呼
号
斎
雷
ゴ
ュ
ぐ
。
ｐ
旨
の
吊
呂

呂
冨
２
段
す
（
人
か
ら
人
へ
掛
け
渡
す
橋
は
な
い
）
」
と
い
う
答
え
を
す
る
場
面
（
同
三
十
六
）

で
は
、
一
郎
は
同
じ
「
固
旨
め
い
目
斎
濤
．
目
目
の
旨
の
塵
凰
目
９
国
。
の
、
目
斎
筐
（
孤
独
な
る
も
の

よ
、
汝
は
わ
が
住
居
な
り
）
と
い
ふ
独
逸
語
」
で
も
っ
て
、
Ｈ
さ
ん
の
言
葉
に
応
じ
る
の
だ
が
、

そ
れ
は
独
身
者
の
言
葉
に
よ
る
対
話
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｈ
さ
ん
の
不
用
意

な
既
婚
者
の
言
葉
に
絶
望
し
た
、
一
郎
の
決
別
の
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
後
、
語
り
か
け
る
そ
の
言
葉
の
対
象
を
失
っ
て
い
る
は
ず
の
一
郎
は
、
し
か
し
、
Ｈ
さ
ん

の
「
好
意
」
に
寄
り
添
っ
て
、
独
白
を
続
け
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
彼
ら
の
関
係
が
「
言
葉
」

に
よ
っ
て
本
質
的
に
変
革
す
る
よ
う
な
事
態
は
、
つ
い
に
出
来
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
も
、
Ｈ
さ
ん
の
役
割
は
、
一
郎
と
独
身
者
の
言
葉
を
交
わ
す
真
の
「
他
者
」

と
し
て
で
は
な
く
、
や
は
り
一
郎
の
「
言
葉
」
を
知
り
た
い
と
い
う
二
郎
の
欲
望
に
添
っ
た
も

の
で
あ
り
、
二
郎
の
欲
望
の
代
行
者
と
し
て
で
あ
ろ
う
。

か
ら
で
あ
る
。

報
告
の
中
で
の
一
郎
の
言
葉
が
、
二
郎
の
こ
と
に
一
言
も
融
れ
て
い
な
い
こ
と
を
言
い
訳
し

よ
う
と
で
も
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
Ｈ
さ
ん
が
忠
実
な
の
は
一
郎
に
対
し
て
な
の
か
、
二

郎
に
対
し
て
な
の
か
。
そ
れ
と
も
二
人
と
も
に
な
の
か
。
二
郎
を
斯
く
つ
も
り
が
な
い
の
は
Ｈ

さ
ん
だ
け
で
は
な
く
、
一
郎
も
そ
う
な
の
か
。
彼
自
身
も
ま
た
、
一
郎
と
二
郎
と
の
間
で
言
葉

の
独
身
者
性
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
報
告
を
締
め
く
く
る
Ｈ
さ
ん
の
言

葉
は
暖
昧
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
私
は
断
言
し
ま
す
。
兄
さ
ん
は
真
面
目
で
す
。
決
し
て
私
を
胡
麻
化
さ
う
と
し

て
は
居
ま
せ
ん
。
私
も
忠
実
で
す
。
貴
方
を
斯
く
気
は
毛
頭
な
い
の
で
す
。
（
同
五
十
二
）

一
郎
の
性
急
に
す
ぎ
る
欲
望
と
底
の
な
い
絶
望
に
は
、
好
意
的
な
Ｈ
さ
ん
も
つ
い
て
い
け
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
一
郎
の
性
急
さ
を
、
漱
石
そ
の
人
の
も
の
だ
と
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
性

急
で
あ
ろ
う
。

既
婚
者
の
言
葉
を
模
倣
す
る
こ
と
を
自
ら
禁
じ
、
言
葉
を
喪
失
し
た
二
郎
は
お
そ
ら
く
、
一

郎
の
独
白
す
る
言
葉
（
か
ら
吐
露
さ
れ
る
情
熱
）
の
速
度
を
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
彼
は
一
郎
の
言
葉
を
記
し
た
Ｈ
さ
ん
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
引
用
す
る
と
き
、
二
郎
は
そ
れ
を
自
身
の
言
葉
と
し
て
生

き
直
す
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
言
葉
は
、
何
度
も
再
現
さ
れ
模
倣
さ
れ
て
共
同
体

的
な
心
地
よ
さ
に
寄
り
添
っ
て
い
く
既
婚
者
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
一
回
き
り

の
現
在
と
し
て
、
独
身
者
の
言
葉
と
し
て
生
き
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
に
よ

る
反
復
は
、
こ
の
と
き
真
の
事
件
と
な
る
。
し
か
し
、
『
行
人
』
に
お
い
て
、
そ
れ
は
成
功
し

て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

た
と
え
ば
『
心
』
で
は
、
直
接
語
ら
れ
た
先
生
の
言
葉
（
遺
書
）
を
読
ん
だ
私
が
、
そ
れ
が

誰
に
の
み
語
ら
れ
た
も
の
か
ま
る
で
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、
も
う
一
度
そ
れ
を
書
き

記
す
Ⅱ
引
用
す
る
と
き
、
初
め
て
言
葉
は
個
人
的
な
発
語
の
領
域
を
超
え
て
、
共
有
さ
れ
る
べ

き
独
身
者
の
言
葉
（
対
話
）
と
し
て
生
き
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
行
人
』
の
場
合
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
の
は
、
Ｈ
さ
ん
と
い
う
媒
介
者
が
介
在
す
る
か

ら
だ
け
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
一
郎
の
言
葉
そ
の
も
の
が
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
一
郎
の
言
葉
は
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
個
に
閉
ざ
さ
れ
た
言
葉
の
中
を

堂
々
巡
り
す
る
彼
の
苦
悶
の
う
ち
に
、
あ
る
種
の
安
ら
ぎ
が
あ
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

個
の
自
己
同
一
性
を
確
か
め
る
こ
と
さ
え
出
来
ず
に
加
速
さ
れ
て
い
く
ば
か
り
に
見
え
る
一
郎

の
言
葉
は
、
あ
る
時
ほ
ん
の
一
瞬
、
い
わ
ば
等
速
度
運
動
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
郎
と
二
郎
の
ス
レ
違
い
の
「
愛
」
を
描
く
た
め
に
、
直
が
必
要
で
あ
っ

た
の
と
同
じ
様
に
、
Ｈ
さ
ん
も
ま
た
そ
の
た
め
に
不
可
決
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
れ
ば
、
『
行
人
』
は
そ
の
作
品
の
構
成
上
の
破
綻
に
も
関
わ
ら
ず
、
つ
ね

に
個
人
の
欲
望
が
媒
介
さ
れ
、
代
行
さ
れ
る
形
で
し
か
存
在
し
得
ず
、
そ
う
し
た
欲
望
は
当
然

満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
姿
を
描
く
こ
と
に
お
い
て
一
貫
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
こ
そ

が
漱
石
の
直
面
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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そ
れ
は
二
郎
が
自
身
の
欲
望
に
ま
だ
ま
だ
忠
実
で
な
い
た
め
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
二
郎
も

ま
た
こ
う
叫
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
告
白
か
、
引
用
か
、
そ
れ
で
な
け

れ
に
も
行
き
着
け
な
い
。

を
そ
の
極
限
へ
と
導
く
契
機
と
し
て
活
か
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

漱
石
作
品
に
お
け
る
独
身
者
性
と
は
、
こ
の
「
言
葉
」
Ⅱ
「
恋
愛
」
へ
の
ロ
マ
ン
的
欲
望
と

そ
れ
へ
の
絶
望
が
、
徹
底
さ
れ
得
な
い
と
い
う
必
然
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

大
切
な
の
は
、
二
郎
が
一
郎
の
欲
望
と
絶
望
を
な
ぞ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
、
彼
が
丹
念
に

自
身
の
欲
望
を
辿
り
さ
え
す
れ
ば
、
欲
望
と
絶
望
の
両
面
に
お
い
て
、
ぎ
り
ぎ
り
の
所
ま
で
問

わ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
重
ね
ら
れ
た
欲
望
と
絶
望
が
、
こ
こ
で
は
独
身
者
性
を
生
き
る
者

一
郎
は
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
。
僕
の
前
途
に
は
こ

の
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」
（
「
塵
労
」
三
十
九
）
と
叫
ぶ
こ
と
に
は
な
る
の
だ
が
、
そ
の
い
ず

ま
ま
次
々
と
先
送
り
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
郎
に
絶
望
へ
の
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
閉
じ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の
安
ら
ぎ
が
訪
れ
る
（
そ

の
最
も
長
い
瞬
間
が
、
結
末
の
一
郎
の
深
い
眠
り
で
あ
る
）
。

し
か
し
、
こ
の
安
ら
ぎ
は
死
を
決
意
し
得
た
「
心
』
の
先
生
の
安
ら
ぎ
と
は
別
の
も
の
だ
。

他
者
を
、
他
者
の
言
葉
を
、
独
身
者
の
言
葉
を
求
め
、
そ
れ
へ
と
向
け
て
言
葉
の
彼
岸
を
越
え

て
い
こ
う
と
す
る
臨
界
で
、
一
郎
の
意
志
は
し
か
し
踏
み
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
は
気
が
狂

う
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
恐
れ
て
な
ど
い
な
い
。
自
身
の
欲
望
の
死
を
、
絶
望
を
恐
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

す
で
に
先
行
し
て
い
る
幾
多
の
言
葉
に
囲
ま
れ
て
、
一
体
如
何
な
る
「
言
葉
」
が
自
己
に
固

有
の
言
葉
と
し
て
発
語
可
能
か
。
そ
れ
は
一
体
誰
と
の
間
に
可
能
で
あ
る
の
か
、
何
が
そ
の
言

葉
の
固
有
性
を
保
証
し
、
対
話
の
成
立
を
保
証
す
る
と
い
う
の
か
。

漱
石
は
、
そ
の
可
能
性
を
「
恋
愛
」
に
見
て
い
た
。
互
い
に
交
換
不
可
能
な
個
人
の
間
に
は

そ
う
し
た
独
身
者
と
し
て
の
言
葉
に
よ
る
対
話
が
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
郎
が
独
身
者
の
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
る
対
話
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
そ
の
相
手
と
の
関
係
が
交
換
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
「
変
愛
」
の
成
就
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
郎
は
妻
の
直
と
の
間
に
そ
れ
が
か
な
わ
ず
、
二
郎
に
そ
の
欲
望
の
対
象
を
移
す
こ
と
で
、

自
身
の
「
恋
愛
」
へ
の
ロ
マ
ン
的
欲
望
を
生
き
延
び
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
さ

え
失
敗
す
る
一
郎
を
描
く
漱
石
は
、
「
恋
愛
」
の
不
可
能
性
を
徹
底
し
て
描
い
て
い
る
と
も
い

え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
「
言
葉
」
Ⅱ
「
恋
愛
」
へ
の
ロ
マ
ン
的
欲
望
の
真
箪
さ
と
そ

れ
へ
の
絶
望
が
、
ど
ち
ら
に
行
き
着
く
こ
と
さ
え
も
出
来
ず
に
、
ま
さ
し
く
「
中
心
を
欠
い
た
」

尚
、
テ
ク
ス
ト
は
漱
石
全
集
（
新
書
版
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
引
用
文
中
の
仮
名
は
原
文
の

ま
ま
、
漢
字
は
新
字
に
改
め
た
。
傍
点
は
特
に
断
わ
り
の
な
い
限
り
引
用
者
に
よ
る
。

れ
ば
小
説
を
書
く
か
。
僕
の
前
途
に
は
こ
の
三
つ
の
『
言
葉
』
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
一
郎
の
独
身
者
の
言
葉
の
問
題
が
、
言
葉
を
組
織
す
る
小
説
家
夏
目

漱
石
自
身
の
問
題
と
し
て
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
は
『
心
』
に
お
い
て
、
再
び
、
そ
し
て
今
度
は
徹
底
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
こ
で
徹
底
的
と
い
う
の
は
、
死
、
狂
気
、
宗
教
の
い
ず
れ
か
に
決
定

さ
れ
、
そ
れ
に
落
ち
着
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
言
葉
」
Ⅱ
「
恋
愛
」

の
問
題
が
要
請
す
る
不
可
避
の
不
徹
底
性
こ
そ
が
、
徹
底
し
て
生
き
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
）③② ①

註
藤
澤
る
り
弓
行
人
』
論
・
言
葉
の
変
容
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
五
十
七
年
一
○
月
号
、

後
、
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
夏
目
漱
石
Ⅲ
』
所
収
）

桶
谷
秀
昭
「
相
対
と
絶
対
と
の
間
」
（
『
夏
目
漱
石
論
』
河
出
書
房
新
社
、
第
八
章
）

平
岡
敏
夫
弓
行
人
』
そ
の
周
辺
」
（
『
漱
石
序
説
』
塙
書
房
）

小
宮
豊
隆
「
夫
婦
の
問
題
」
（
『
夏
目
漱
石
』
岩
波
文
庫
、
下
巻
六
六
）
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