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の
は
、
漱
石
の
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
漱
石
作
品
に
は
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
」
以
来
、
私
利
私
欲
と
は
無
縁
の
清
廉
無
垢
な
存
在
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
は

後
期
の
作
品
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
無
垢
な
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
体
現
す
る
人
物
が
い

な
く
な
っ
て
も
、
汚
れ
な
き
も
の
に
憧
れ
る
人
物
は
描
か
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
漱

石
そ
の
人
の
無
垢
な
る
も
の
に
対
す
る
憧
慢
や
希
求
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
顕
れ
て
い

る
、
と
す
る
見
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
ら
無
垢
な
る
も
の
の
存
在
を
最
初
は
人
物
そ
の
も
の
と
し
て
造
形
し
て
い
た

漱
石
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
物
を
全
き
善
と
し
て
描
く
こ
と
の
非
現
実
性
に
無
自
覚
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
吾
溌
は
猫
で
あ
る
」
に
出
て
く
る
馬
鹿
竹
は
無
垢
な
る
も

の
を
そ
の
ま
ま
体
現
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
だ
が
、
「
文
明
の
弊
を
受
け
て
」
「
魂
胆
が
あ
り

す
ぎ
る
」
人
た
ち
に
対
し
て
「
ど
う
か
馬
鹿
竹
の
様
な
正
直
な
了
見
で
」
と
訴
え
る
八
木
独

仙
の
訓
話
中
に
登
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
生
身
の
人
間
と
し
て
の
現
実
性
を
ほ
と
ん

ど
欠
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
間
接
性
や
虚
構
性
と
い
っ
た

条
件
の
も
と
で
初
め
て
馬
鹿
竹
の
無
垢
が
提
示
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
無
垢
な
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
で
は
小
説
に
持
ち
込
め
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
後
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
主
人
公
を

無
垢
な
ま
ま
で
い
さ
せ
る
た
め
に
、
作
者
は
彼
の
主
体
性
に
ま
で
か
な
り
の
制
限
を
加
え
て

い
る
。
あ
る
い
は
「
虞
美
人
草
」
の
小
野
清
三
は
宗
近
一
に
「
生
れ
付
き
を
敲
き
直
」
さ
れ

て
「
真
面
目
」
に
な
る
の
だ
が
、
い
っ
た
ん
汚
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
元
に
は
戻
ら
な
い
と

い
う
の
が
漱
石
的
人
物
の
宿
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
野
は
例
外
的
に
そ
れ
を
免
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
無
理
こ
そ
が
後
々
こ
の
作
家
が
自
作
の
中
で
も
と
り
わ
け
こ

の
作
品
を
嫌
っ
た
理
由
な
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
身
の
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
を
生
き
延
び
さ
せ
る
た
め
に
、
漱
石

は
無
垢
な
る
も
の
を
人
物
像
と
し
て
描
き
だ
す
の
で
は
な
く
、
方
法
と
し
て
の
無
垢
を
作
品

に
組
み
込
む
か
た
ち
へ
と
そ
の
方
向
を
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
彼
岸
過

迄
」
以
来
の
試
み
で
あ
る
短
篇
の
連
作
を
ま
と
め
て
一
つ
の
作
品
と
す
る
試
み
も
、
お
そ
ら

く
は
こ
の
路
線
の
延
長
上
に
あ
る
。
語
り
手
や
視
点
人
物
の
複
数
化
な
ど
は
、
世
界
を
多
元

こ
の
た
び
「
こ
、
ろ
」
を
中
心
に
漱
石
作
品
を
読
み
返
し
て
み
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た

は
じ
め
に

-1-
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的
か
つ
重
層
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
客
観
性
あ
る
い
は
現
実
性
の
構
築
を
目
論
ん
だ
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
小
説
を
多
な
る
も
の
へ
と
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
そ
の
意
志
の
裏
側
で
、
世

界
の
理
念
的
把
握
へ
の
希
求
が
、
漱
石
の
場
合
、
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
と
結
び
つ
い
て

生
き
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
こ
、
ろ
」
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
人
公
が
「
純
白
な
ま
ま
に
」
と
自

ら
の
欲
望
を
直
接
に
そ
の
遺
書
に
書
き
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
彼
自
身
が
す
で
に

「
汚
れ
」
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
青
年
「
私
」
が
先
生
を
紹
介
す
る
と
い

う
か
た
ち
は
、
独
仙
が
馬
鹿
竹
の
話
を
す
る
の
と
構
造
的
に
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
媒
介

さ
れ
た
間
接
性
の
も
と
に
無
垢
な
る
も
の
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
汚
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
先
生
の
無
垢
は
、
も
し
そ
れ
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
馬
鹿
竹
の
も

の
よ
り
も
ず
っ
と
複
雑
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
な
の
だ
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る

の
は
、
「
こ
、
ろ
」
に
お
け
る
「
告
白
」
と
い
う
方
法
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
間
接
的
な
も

の
に
し
て
い
る
「
引
用
」
と
い
う
方
法
で
あ
ろ
う
。

漱
石
は
、
青
年
「
私
」
に
先
生
の
話
を
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
先
生
の
遺
書
を
「
引
用
」

さ
せ
た
。
そ
れ
は
先
生
の
「
告
白
」
だ
け
を
直
接
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
無
垢
な
人
間
は
存
在
し
得
ず
、
「
告
白
」
も
ま
た
無
垢
を
保
証
し
な
い
。
し

か
し
そ
れ
で
も
漱
石
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
無
垢
な
る
も
の
を
、
つ
ま
り
は
自
身
の
無
垢
な

る
も
の
へ
の
欲
望
を
、
生
き
延
び
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
が

「
告
白
」
と
そ
の
「
引
用
」
と
い
う
方
法
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
さ

ら
に
い
え
ば
、
「
告
白
」
の
直
接
性
が
、
「
引
用
」
に
よ
っ
て
間
接
性
へ
と
、
ま
た
「
引
用
」

を
支
え
る
文
脈
に
よ
っ
て
虚
構
性
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
現
実
性
は
損
な
い

な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
無
垢
に
つ
い
て
は
生
き
延
び

る
可
能
性
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
先
生
の
「
遺
書
」
Ⅱ
「
告
白
」
そ
の
も
の
が
、
途
方
も
な
く
長
い
と
い
う
点
で

は
、
す
で
に
自
ら
そ
の
現
実
性
か
ら
は
離
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
、
こ
の
尋
常
で
な
い

長
さ
の
う
ち
に
も
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
が
生
き
延
び
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ

が
そ
れ
が
直
接
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
引
用
」
さ
れ
る
か
た
ち
で
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
道
草
」
以
後
の
作
品
で
は
、
「
明
暗
」
に
お
け
る
「
鷹
揚
」
な
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ

て
い
る
清
子
や
、
「
技
巧
」
か
ら
「
真
面
目
」
へ
と
漱
石
的
に
は
珍
し
く
逆
方
向
に
変
身
し

そ
う
な
お
延
ら
が
、
無
垢
な
る
も
の
と
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
も

の
の
、
当
の
作
品
そ
の
も
の
が
中
絶
し
て
い
る
た
め
に
、
彼
女
た
ち
の
行
く
末
は
な
か
な
か

見
定
め
難
い
。
あ
る
い
は
「
明
暗
」
で
は
、
登
場
人
物
の
内
面
に
自
在
に
出
入
す
る
語
り
手

の
あ
り
方
に
お
い
て
、
ア
怯
と
し
て
の
無
垢
な
る
も
の
へ
の
に
じ
り
寄
り
ま
た
は
同
一
化
が
、

ま
だ
ま
だ
試
み
ら
れ
、
夢
み
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
ま
ず
こ
の
小
論
で
は
、
漱
石
が
「
こ
、
ろ
」
に
お
い
て
試
み
た
「
告
白
」
と
い
う

方
法
が
、
彼
の
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
を
生
き
延
び
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に

し
て
そ
れ
で
も
生
き
ら
れ
よ
う
と
し
、
し
か
し
ど
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
殺
さ
れ
て
い
る
の

か
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
い
ま
一
人
の
主
人
公
が
行
う
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て

の
「
引
用
」
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

明
治
三
十
八
、
九
年
は
、
漱
石
が
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
発
表
し
、

作
家
と
し
て
生
き
始
め
た
頃
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
彼
が
大
変
厭
世
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
強
す
ぎ
る
「
自
覚
心
」
が
「
神
経
衰
弱
」
を
生
み
、
こ
の
「
二

十
世
紀
の
共
有
病
」
と
と
も
に
「
退
廃
」
「
衰
弱
」
し
て
い
く
人
間
が
、
や
が
て
「
み
な
自

殺
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
命
題
が
事
実
に
証
明
せ
ら
る
、
時
期
」
が
く
る
、
と
ま
で
漱
石

は
書
い
て
い
る
。

考
へ
て
見
る
と
世
間
の
大
部
分
の
人
は
わ
る
く
な
る
事
を
奨
励
し
て
居
る
様
に
思
ふ
。

わ
る
く
な
ら
な
け
れ
ば
社
会
に
成
功
は
し
な
い
も
の
と
信
じ
て
居
る
ら
し
い
。
た
ま
に

正
直
な
純
粋
な
人
を
見
る
と
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
だ
の
小
僧
だ
の
と
難
癖
を
つ
け
て
軽
蔑
す

る
。
夫
ぢ
や
小
学
校
や
中
学
校
で
嘘
を
つ
く
な
、
正
直
に
し
ろ
と
倫
理
の
先
生
が
教
へ

な
い
方
が
い
、
。
い
っ
そ
思
ひ
切
っ
て
学
校
で
嘘
を
つ
く
法
と
か
、
人
を
信
じ
な
い
術

と
か
、
人
を
乗
せ
る
策
を
教
授
す
る
方
が
、
世
の
為
に
も
当
人
の
為
に
も
な
る
だ
ら
う
。

赤
シ
ャ
シ
が
ホ
、
、
、
と
笑
っ
た
の
は
、
お
れ
の
単
純
な
の
を
笑
っ
た
の
だ
。
単
純
や

真
率
が
笑
は
れ
る
世
の
中
ぢ
や
仕
様
が
な
い
。
二
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
五
）

其
時
分
に
は
警
察
の
巡
査
は
犬
殺
し
の
如
く
棒
を
以
て
天
下
の
公
民
を
殺
し
て
あ
る
く
。

殺
さ
れ
た
い
人
間
は
門
口
に
張
り
紙
を
し
て
殺
さ
れ
た
き
男
あ
り
と
出
す
。
（
中
略
）
／

学
校
で
は
中
学
校
ア
タ
リ
か
ら
自
殺
学
及
び
他
殺
学
を
倫
理
の
代
り
に
教
へ
る
。
時
に

ー

－2－

、
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「
己
れ
を
忘
る
、
」
こ
と
、
「
無
我
」
で
あ
る
こ
と
が
人
を
し
て
「
鷹
揚
」
で
い
さ
せ
る
。

芸
術
こ
そ
が
「
己
れ
を
忘
る
ゞ
」
た
め
の
ト
ニ
ッ
ク
で
あ
る
と
考
え
る
漱
石
が
、
自
ら
の
作

品
に
「
無
我
」
を
体
現
す
る
人
物
を
登
場
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
が
そ
う
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
に
私
た
ち
は
、

「
そ
れ
で
も
私
は
つ
い
に
私
を
忘
れ
る
事
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
こ
こ
、
ろ
」
下
四
十
八
）

と
自
ら
の
遺
書
に
書
き
つ
け
た
人
物
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
鷹
揚
に
育
っ
た
」

（
下
七
）
は
ず
の
そ
の
男
は
、
自
殺
し
た
直
後
の
友
人
の
傍
ら
で
「
が
た
が
た
頭
へ
」
な
が

ら
、
し
か
し
ま
ず
は
自
分
宛
て
の
遺
書
の
内
容
に
す
ば
や
く
目
を
通
し
、
自
ら
の
身
の
安
全

を
確
か
め
た
う
え
で
「
わ
ざ
と
そ
れ
を
皆
な
の
眼
に
着
く
や
う
に
、
元
の
通
り
机
の
上
に
」

置
い
た
の
だ
っ
た
（
下
四
十
八
）
。

こ
こ
に
漱
石
の
秘
め
ら
れ
た
自
殺
願
望
が
顕
れ
て
い
る
と
見
る
人
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ

う
。
彼
の
厭
世
の
度
合
い
が
並
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
狂
気
す
れ
す
れ
の
所
に
い

る
こ
と
が
わ
か
る
文
章
で
あ
る
。
当
時
の
漱
石
は
、
そ
の
よ
う
に
病
ん
だ
世
界
を
生
き
抜
く

た
め
の
強
壮
滋
養
剤
と
し
て
、
芸
術
を
考
え
て
い
た
。

記
憶
し
て
下
さ
い
、
あ
な
た
の
知
っ
て
ゐ
る
私
は
塵
に
汚
れ
た
後
の
私
で
す
。
き
た
な

く
な
っ
た
年
数
の
多
い
も
の
を
先
輩
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
私
は
た
し
か
に
貴
方
よ
り
先
輩

で
せ
う
。

こ
こ
、
ろ
」
下
九
）

彼
と
私
を
頭
の
中
で
並
べ
て
み
る
と
、
彼
の
方
が
遙
か
に
立
派
に
見
え
ま
し
た
。
「
お

れ
は
策
略
で
勝
っ
て
も
人
間
と
し
て
は
負
け
た
の
だ
」
と
い
ふ
感
じ
が
私
の
胸
に
渦
巻

い
て
起
り
ま
し
た
。
私
は
其
時
さ
ぞ
Ｋ
が
軽
蔑
し
て
ゐ
る
事
だ
ら
う
と
思
っ
て
、
一
人

天
下
に
何
が
薬
に
な
る
と
云
ふ
て
己
れ
を
忘
る
、
よ
り
鷹
揚
な
る
事
な
し
無
我
の
境
よ

り
歓
喜
な
し
。
カ
ノ
芸
術
の
作
品
の
尚
き
は
一
瞬
の
間
な
り
と
も
焼
惚
と
し
て
己
れ
を

遺
失
し
て
、
自
他
の
区
別
を
忘
れ
し
む
る
が
故
な
り
。
是
ト
ニ
ッ
ク
な
り
。
此
ト
ニ
ッ

ク
な
く
し
て
二
十
世
紀
に
存
在
せ
ん
と
す
れ
ば
人
は
必
ず
探
偵
的
と
な
り
泥
棒
的
と
な

る
。
恐
る
べ
し
。

二
断
片
」
）

よ
る
と
お
や
ぢ
や
お
袋
杯
が
悴
に
殺
し
て
も
ら
う
事
が
あ
る
。
其
時
に
学
校
で
人
殺
し

法
を
習
っ
て
置
か
な
い
と
非
常
に
不
便
で
あ
る
。
（
「
断
片
」
）

当
然
「
赤
シ
ャ
シ
の
作
略
」
（
八
）
「
マ
ド
ン
ナ
を
手
に
入
れ
る
策
略
」
（
九
）
は
悪
と
し

て
非
難
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
赤
シ
ャ
シ
は
親
切
な
こ
と
に
「
単
純
」
な
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
無
論
悪
る
い
事
を
し
な
け
れ
ば
好
い
ん
で
す

が
、
自
分
だ
け
悪
る
い
事
を
し
な
く
っ
て
も
、
人
の
悪
る
い
の
が
分
ら
な
く
っ
ち
ゃ
、
矢
っ

張
り
ひ
ど
い
目
に
逢
ふ
で
せ
う
」
（
五
）
。
「
正
直
」
な
人
間
で
あ
っ
て
も
、
「
智
慧
の
な
い
」

（
四
）
ま
ま
で
は
生
き
て
い
け
な
い
。
「
是
で
も
元
は
旗
本
」
で
「
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
れ

か
ら
し
て
違
ふ
」
（
同
）
と
力
ん
で
見
せ
た
男
も
、
や
が
て
次
の
よ
う
に
叫
ば
ざ
る
を
得
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
仮
に
遺
書
に
「
Ｋ
」
と
い
う
「
余
所
々
々
し
い
頭
文
字
」
（
上

一
）
で
示
さ
れ
た
人
物
が
無
垢
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
早
晩
自
死
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
青
年
「
私
」
が
手
記
を
書
き
始
め
た
時
間
の
「
今
」
か
ら
い
え
ば
、
青
年
が

今
で
も
「
記
憶
を
呼
び
起
す
ご
と
に
、
先
生
と
云
ひ
た
く
な
る
」
（
上
二
そ
の
人
物
と
共

に
、
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
過
去
の
人
物
な
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
に
自
己
を
紹
介
す
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
は
、
右
の
よ
う
な
人
物
か

ら
限
り
な
く
遠
い
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

作
家
は
、
も
は
や
無
垢
な
る
人
物
を
そ
の
ま
ま
小
説
空
間
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
な
ど
で
き

「
自
覚
心
」
と
「
智
慧
」
を
身
に
つ
け
ざ
る
を
得
ず
、
つ
い
に
は
自
ら
「
赤
シ
ャ
シ
退
治

「
よ
ろ
し
い
、
い
つ
で
も
加
勢
す
る
。
僕
は
計
略
は
下
手
だ
が
、
喧
嘩
と
く
る
と
是
れ

で
中
々
す
ば
し
こ
い
ぜ
」
（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
十
）

「
そ
れ
も
よ
か
ら
う
。
お
れ
は
策
略
は
下
手
な
ん
だ
か
ら
、
万
事
宜
し
く
頼
む
。
い
ざ

と
な
れ
ば
何
で
も
す
る
」
（
同
十
一
）

こ
ん
な
土
地
に
一
年
も
居
る
と
、
潔
白
な
お
れ
も
、
こ
の
真
似
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
、
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
中
略
）
ど
う
し
て
も
早
く
東
京
へ
帰
っ
て
清
と
一
所
に

な
る
に
限
る
。
こ
ん
な
田
舎
に
居
る
の
は
堕
落
し
に
来
て
居
る
様
な
も
の
だ
。

（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
十
）

で
顔
を
報
ら
め
ま
し
た
。

（
同
下
四
十
八
）
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の
計
略
」
（
十
）
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
る
「
お
れ
」
は
、
す
で
に
「
堕
落
」
し
つ
つ
あ
り
、

も
は
や
以
前
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
は
な
い
。
「
正
直
」
な
こ
の
男
は
、
自
分
が
す
で
に
変

化
し
始
め
て
い
る
こ
と
、
無
垢
な
存
在
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
り
、

ま
た
そ
れ
を
隠
さ
な
い
。

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
純
白
」
な
「
お
れ
」
に
「
一
雫
の
印
気
で
も
容
赦
な
く
振
り
掛
け

る
の
は
」
、
作
者
に
と
っ
て
「
大
変
な
苦
痛
だ
っ
た
」
に
違
い
な
い
。
し
か
し
当
の
本
人
が

す
で
に
自
身
の
変
化
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
「
お
れ
」
を
、
な
る
べ
く
な
ら
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
の
ま
ま
、
「
塵
に
汚
れ
て
」
「
き
た
な
く
」
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
か
の
「
不
浄
の
地
」

（
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
十
二
か
ら
救
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
者
に
は
そ
う
し
た
「
利
害
の

打
算
」
が
あ
る
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
物
語
は
、
す
ぐ
に
も
そ
の
終
末
へ

と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
実
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
物
が

語
り
始
め
た
物
語
こ
そ
が
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
無
垢
な
る
も
の
が

称
揚
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
同
時
に
叶
わ
ぬ
夢
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
作
業
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
勢
い

の
あ
る
語
り
の
裏
側
に
張
り
つ
い
て
い
る
淋
し
さ
は
、
こ
の
語
り
手
の
置
か
れ
た
同
じ
位
置

に
読
み
手
も
ま
た
立
つ
こ
と
に
な
る
そ
の
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

其
時
分
の
私
は
妻
に
対
し
て
己
を
飾
る
気
は
ま
る
で
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
し
私
が
亡

友
に
対
す
る
と
同
じ
や
う
な
善
良
な
心
で
、
妻
の
前
に
骸
悔
の
言
葉
を
並
べ
た
な
ら
、

妻
は
嬉
し
涙
を
こ
ぼ
し
て
も
私
の
罪
を
許
し
て
く
れ
た
に
連
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
敢

て
し
な
い
私
に
利
害
の
打
算
が
あ
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
た
ず
妻
の
記
憶
に
暗
黒

な
一
点
を
印
す
る
に
忍
び
な
か
っ
た
か
ら
打
ち
明
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
純
白
な
も
の

に
一
雫
の
印
気
で
も
容
赦
な
く
振
り
掛
け
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
大
変
な
苦
痛
だ
っ
た

の
だ
と
解
釈
し
て
下
さ
い
。
こ
こ
、
ろ
」
下
五
十
二
）

叔
父
は
私
の
財
産
を
胡
魔
化
し
た
の
で
す
。
事
は
私
が
東
京
へ
出
て
ゐ
る
三
年
間
の
間

に
容
易
く
行
な
は
れ
た
の
で
す
。
凡
て
を
叔
父
任
せ
に
し
て
平
気
で
ゐ
た
私
は
、
世
間

的
に
云
へ
ぱ
本
当
の
馬
鹿
で
し
た
。
世
間
的
以
上
の
見
地
か
ら
評
す
れ
ば
、
或
は
純
な

一

■■■■■■

「
こ
、
ろ
」
は
、
大
正
三
年
四
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
。
「
本

当
の
馬
鹿
」
こ
そ
が
「
純
な
る
尊
い
男
」
で
あ
る
と
い
う
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
以
来
の
思

想
が
こ
こ
に
も
は
っ
き
り
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
た
と
え
「
悪
く
生
れ
て
来
な
か
っ
た
」
人

間
で
あ
っ
て
も
、
「
汚
れ
」
の
な
い
「
生
れ
た
ま
ま
の
姿
」
と
い
う
も
の
は
、
最
早
す
で
に

叶
わ
な
い
夢
と
し
て
あ
る
。

赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
に
「
天
謙
」
を
加
え
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お
れ
」
は
、
ま
だ
「
談

判
」
を
続
け
て
い
る
山
嵐
の
「
理
屈
」
を
無
視
し
て
玉
子
を
投
げ
つ
け
る
の
だ
が
、
「
お
れ

は
食
ふ
為
め
に
玉
子
は
買
っ
た
が
、
打
つ
け
る
為
め
に
快
へ
入
れ
て
る
訳
で
は
な
い
。
只
肝

痛
の
あ
ま
り
に
、
い
つ
ぶ
つ
け
る
と
も
な
し
に
打
つ
け
て
仕
舞
っ
た
の
だ
」
二
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

十
二
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
乱
暴
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
自
覚
心
」
や
「
作
略
」
と
は
無

縁
の
「
腕
力
」
（
同
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
計
略
」
や
「
策
略
が
下
手
」

だ
と
さ
れ
る
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
は
、
「
万
事
山
嵐
の
忠
告
に
従
ふ
」
（
十
二
男
、
「
山
嵐
の

踵
を
ふ
ん
で
あ
と
か
ら
」
（
十
）
行
動
す
る
だ
け
の
男
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
意

味
で
は
全
く
「
主
体
性
」
を
も
た
な
い
。
そ
し
て
成
り
行
き
任
せ
の
「
お
れ
」
に
主
体
的
な

選
択
を
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
彼
を
「
無
我
」
Ⅱ
「
自
然
」
の
瞼
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
せ

る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
無
垢
な
る
存
在
で
い
さ
せ
る
た
め
に
、
作
者
が
施
し
た
無
理
な
の
で

あ
っ
た
①
。

る
尊
い
男
と
で
も
云
へ
ま
せ
う
か
。
私
は
其
時
の
己
れ
を
顧
み
て
、
何
故
も
つ
と
人
が

悪
く
生
れ
て
来
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
と
、
正
直
過
ぎ
た
自
分
が
口
惜
し
く
っ
て
堪
り
ま

せ
ん
。
然
し
ま
た
何
う
か
し
て
、
も
う
一
度
あ
、
い
ふ
生
れ
た
ま
ま
の
姿
に
立
ち
帰
っ

て
生
き
て
見
た
い
と
い
ふ
心
持
も
起
る
の
で
す
。
（
「
こ
、
ろ
」
下
九
）

「
ど
う
せ
斯
う
で
す
わ
。
何
時
迄
立
っ
た
っ
て
、
斯
う
で
す
わ
」

「
さ
う
は
行
か
な
い
」

「
だ
っ
て
、
是
が
生
れ
付
な
ん
だ
か
ら
、
何
時
迄
立
っ
た
っ
て
、
変
り
様
が
な
い
わ
」

「
変
り
ま
す
。
Ｉ
阿
爺
と
兄
さ
ん
の
傍
を
離
れ
る
と
変
り
ま
す
」

「
ど
う
し
て
で
せ
う
か
」

「
離
れ
る
と
、
も
つ
と
利
口
に
変
り
ま
す
」
（
「
虞
美
人
草
」
十
三
）

「
御
嫁
に
行
っ
た
ら
人
間
が
悪
く
な
る
も
ん
で
せ
う
か
」
（
「
同
」
十
六
）
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「
己
を
捨
て
ゞ
」
ま
で
「
世
間
の
御
機
嫌
」
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
己
の
為
に
す

る
」
「
即
ち
自
然
な
」
選
択
こ
そ
が
自
己
を
自
己
た
ら
し
め
る
。
「
己
」
と
「
自
然
」
が
一
つ

に
結
ば
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
「
自
己
本
位
」
（
「
私
の
個
人
主
義
」
、
大
正
三
年
十
一
月
）

こ
そ
は
作
家
漱
石
の
存
在
理
由
で
あ
る
。

「
嫁
に
行
」
く
こ
と
、
「
田
舎
」
に
同
化
す
る
こ
と
、
「
世
間
」
で
経
験
を
積
む
こ
と
そ
の

こ
と
が
、
そ
の
人
間
の
「
天
真
を
損
な
」
い
、
彼
彼
女
ら
を
「
利
口
」
Ⅱ
「
邪
」
に
さ
せ
て

い
く
。
し
か
も
彼
彼
女
ら
は
自
ら
意
志
し
て
そ
れ
ら
の
行
為
を
選
択
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
「
人
間
が
悪
く
な
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
も
っ
と
「
自
覚
心
」
の
強
い
、
つ
ま
り

は
ご
く
普
通
の
人
間
な
ら
ば
ど
う
か
。

漱
石
テ
ク
ス
ト
は
、
「
生
れ
付
」
が
ど
ん
な
に
無
垢
な
も
の
で
あ
れ
、
必
ず
や
経
験
が
そ

れ
を
「
堕
落
」
さ
せ
る
、
と
で
も
言
い
た
げ
で
あ
る
。

「
こ
、
ろ
」
の
場
合
、
基
本
的
に
「
善
」
と
さ
れ
る
べ
き
そ
う
し
た
自
己
表
現
へ
向
け
て

叔
父
の
希
望
通
り
に
意
志
を
曲
げ
な
か
っ
た
に
も
関
ら
ず
、
私
は
寧
ろ
平
気
で
し
た
。

（
『
こ
、
ろ
」
下
七
）

道
の
た
め
な
ら
、
其
位
の
事
を
し
て
も
構
は
な
い
と
云
ふ
の
で
す
。
一
叶
．
下
十
九
）

私
が
文
学
を
職
業
と
す
る
の
は
、
人
の
為
に
す
る
即
ち
己
を
捨
て
、
世
間
の
御
機
嫌
を

取
り
得
た
結
果
と
し
て
職
業
と
し
て
居
る
と
見
る
よ
り
は
、
己
の
為
に
す
る
結
果
即
ち

自
然
な
る
芸
術
的
心
術
の
発
現
の
結
果
が
偶
然
人
の
為
に
な
っ
て
、
人
の
気
に
入
っ
た

丈
の
報
酬
が
物
質
的
に
自
分
に
反
響
し
て
来
た
の
だ
と
見
る
方
が
本
当
だ
ら
う
と
思
ひ

ま
す
。
若
し
是
が
天
か
ら
人
の
為
ば
か
り
の
職
業
で
あ
っ
て
、
根
本
的
に
己
を
柾
げ
て

始
て
存
在
し
得
る
場
合
に
は
、
私
は
断
然
文
学
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ

ぬ
。
（
「
道
楽
と
職
業
』
明
治
四
十
四
年
八
月
）

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

（
中
略
）
幸
福
は
嫁
に
行
っ
て
天
真
を
損
は
れ
た
女
か
ら
は
要
求
出
来
る
も
の
ぢ
や
な

い
よ
」
（
「
行
人
」
「
塵
労
」
五
十
二

こ
こ
で
も
「
自
然
の
許
す
限
り
」
の
「
自
己
」
を
前
提
に
し
て
「
自
己
の
表
現
」
が
善
で

あ
り
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
は
し
か
し
、
講
演
や
随
筆
で
「
自
己
本
位
」
を
強
調
し
そ

れ
を
称
揚
す
る
一
方
で
、
他
方
小
説
で
は
同
じ
そ
れ
を
疑
い
、
「
自
己
本
位
」
が
「
汚
れ
」
や

「
罪
」
を
伴
う
こ
と
な
く
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
自
由
な
意
志
に
よ
る
主
体
的
な
「
選
択
」

と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
の
か
を
間
う
て
い
た
。

先
生
は
自
分
た
ち
の
「
己
」
が
「
下
卑
た
利
害
心
に
駆
ら
れ
て
」
（
下
九
）
い
な
い
と
い

う
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
し
か
に
「
こ
、
ろ
」
の
若
い
主
人
公
た
ち
の
無
垢
は
、
彼
ら
の

「
自
己
の
表
現
」
が
「
本
当
の
愛
」
（
下
十
四
）
な
り
「
道
」
（
下
十
九
）
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ

れ
の
理
想
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
そ
れ
な
り
に
「
自
然
」
な
「
自
己
」
の
「
心
術
の
発
現
の

結
果
」
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
書
き
残
そ
う
と
す
る
遺
書
の
書
き
手
の
熱
意
に
よ
っ
て
、

か
ろ
う
じ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
表
現
」
あ
る
い
は
「
選
択
」
す

る
「
己
」
と
「
自
然
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
む
し
ろ
遺
書
の
書
き
手
が
筆
を
尽
く
し
て
強
調

し
て
い
る
の
は
、
「
自
然
」
が
「
己
」
を
裏
切
る
よ
う
な
か
た
ち
で
「
選
択
」
が
な
さ
れ
て

し
ま
う
事
態
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
ら
の
最
初
の
喪
失
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら

の
主
体
的
な
選
択
は
、
ま
ず
「
故
郷
」
の
喪
失
と
い
う
か
た
ち
に
結
果
す
る
。
叔
父
の
勧
め

る
従
妹
と
の
結
婚
を
固
辞
す
る
点
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
養
家
先
か
ら
医
者
に
な
る
条
件
で

学
費
を
も
ら
い
な
が
ら
「
医
者
に
な
ら
な
い
決
心
」
（
「
こ
、
ろ
」
下
十
九
）
で
い
る
点
に
お

い
て
、
親
族
の
「
機
嫌
」
を
取
ら
ず
「
己
を
柾
げ
」
な
い
先
生
あ
る
い
は
Ｋ
は
、
そ
の
主
体

的
な
選
択
に
よ
っ
て
二
人
と
も
自
ら
故
郷
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
こ
、
ろ
」

は
、
「
自
己
」
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
若
者
が
そ
の
「
自
覚
心
」
ゆ
え
に
故
郷
を
、
そ
し

て
親
友
を
、
さ
ら
に
は
妻
を
も
捨
て
る
こ
と
に
な
る
物
語
で
あ
る
。

蘂
術
は
自
己
の
表
現
に
始
ま
っ
て
、
自
己
の
表
現
に
終
る
も
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
最

後
の
権
威
が
自
己
に
あ
る
と
い
ふ
信
念
に
支
配
さ
れ
て
、
自
然
の
許
す
限
り
の
勢
力
が

活
動
す
る
。
夫
が
芸
術
家
の
強
味
で
あ
る
。
即
ち
存
在
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
人
の
気
に

入
る
や
う
な
表
現
を
敢
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
顧
慮
す
る
刹
那
に
、
此
力
強
い
自

己
の
存
在
は
急
に
幻
滅
し
て
、
果
敢
な
い
、
虚
弱
な
、
影
の
薄
い
、
希
薄
の
も
の
が
縄

か
に
呼
息
を
す
る
丈
に
な
る
。
（
中
略
）
／
だ
か
ら
徹
頭
徹
尾
自
己
と
終
始
し
得
な
い

芸
術
は
自
己
に
と
っ
て
空
虚
な
芸
術
で
あ
る
。
（
『
文
展
と
芸
術
」
大
正
元
年
）

－5－
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の
「
断
り
」
（
下
六
）
や
「
白
状
」
（
下
二
十
）
は
充
分
に
遅
れ
て
い
た
、
遅
す
ぎ
た
の
で
あ

る
。
彼
ら
が
自
ら
の
「
選
択
」
に
も
っ
と
早
く
に
気
が
つ
い
て
い
た
ら
、
そ
の
親
族
と
の
間

に
「
斯
う
ま
で
隔
り
が
出
来
ず
に
済
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
」
（
下
二
十
二
の
だ
。
し
か
し

「
己
」
Ⅱ
「
意
識
」
は
、
「
選
択
」
Ⅱ
「
表
現
」
に
対
し
て
常
に
す
で
に
遅
れ
て
し
ま
う
。
し

た
が
っ
て
あ
ら
か
じ
め
「
告
白
」
す
べ
き
「
己
」
Ⅱ
「
心
術
」
が
確
定
的
に
あ
っ
て
そ
れ
を

「
表
現
」
す
る
の
で
は
な
い
。
「
選
択
」
Ⅱ
「
表
現
」
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
て
後
に
、
は
じ
め

て
そ
の
よ
う
な
「
自
己
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
本
当
に
人
間
程
宛
に
な
ら
な
い
者
は
な
い
」
言
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
七
）
。
疑
い
が
向
け
ら

れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
心
の
「
不
可
思
議
」
（
『
こ
、
ろ
」
下
五
十
六
）
に
で
あ
る
。
「
吾

人
の
心
中
に
は
底
な
き
三
角
形
あ
り
、
二
辺
並
行
せ
る
三
角
形
あ
る
を
奈
何
せ
ん
、
（
中
略
）

思
ひ
が
け
い
心
は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
」
二
人
生
幸
。

漱
石
は
作
家
に
な
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
「
己
れ
」
を
知
る
こ
と
、
「
自
己
」
を
表
現
す
る
こ

と
そ
の
こ
と
に
疑
い
の
眼
を
向
け
て
い
た
。
よ
く
引
か
れ
る
文
章
だ
が
、
次
の
部
分
も
見
て

お
こ
う
。

世
間
は
何
う
あ
ら
う
と
も
此
己
は
立
派
な
人
間
だ
と
い
ふ
信
念
が
何
処
か
に
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
が
Ｋ
の
た
め
に
美
事
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人

間
だ
と
意
識
し
た
時
、
私
は
急
に
ふ
ら
ふ
ら
し
ま
し
た
。
（
「
こ
、
ろ
」
下
五
十
二
）

自
ら
知
る
の
明
あ
る
も
の
寡
な
し
と
は
世
間
に
て
云
ふ
事
な
り
、
わ
れ
は
人
間
に
自
知

の
明
な
き
事
を
断
言
せ
ん
と
す
、
之
を
「
ボ
ー
」
に
聞
く
、
曰
く
、
功
名
眼
前
に
あ
り
、

人
々
何
ぞ
直
ち
に
自
己
の
胸
臆
を
叙
し
て
思
ひ
の
ま
、
を
言
は
ざ
る
、
去
れ
ど
人
あ
り

て
思
の
儘
を
書
か
ん
と
し
て
筆
を
執
れ
ば
、
筆
忽
ち
禿
し
、
紙
を
展
ぶ
れ
ば
紙
忽
ち
縮

む
、
芳
声
嘉
誉
の
手
に
唾
し
て
得
ら
る
べ
き
を
知
り
な
が
ら
、
何
人
も
鴎
曙
し
て
果
た

さ
ず
る
は
是
が
為
な
り
と
、
（
中
略
）
願
は
く
ぱ
人
豈
自
ら
知
ら
ざ
ら
ん
や
杯
い
ふ
も

の
を
し
て
、
誠
実
に
其
心
の
歴
史
を
書
か
し
め
ん
、
彼
必
ず
自
ら
知
ら
ざ
る
に
驚
か
ん

（
『
人
生
」
明
治
二
十
九
年
第
五
高
等
学
校
「
龍
南
会
雑
誌
幸

一
一
一

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
人
間
の
心
の
不
可
解
さ
へ
の
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
表

現
の
不
可
能
性
の
自
覚
で
あ
る
。
、
漱
石
は
作
家
に
な
る
十
年
近
く
も
前
か
ら
「
宛
に
な
ら
な

い
」
自
己
の
「
表
現
」
と
い
う
同
じ
難
題
を
抱
え
た
ま
ま
で
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
が
「
正
直
な
路
を
歩
く
積
り
で
、
つ
い
足
を
滑
ら
」
言
こ
、
ろ
」
下
四
十
七
）

せ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
そ
の
「
真
面
目
」
さ
ゅ
え
な
の
だ
。

Ｋ
の
「
真
面
目
」
は
正
し
く
先
生
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
生
は
Ｋ
に
「
真
面
目
」

を
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
、
御
嬢
さ
ん
の
母
親
に
「
真
面
目
」
を
向
け
変
え
る
。
「
真

面
目
」
は
無
垢
な
る
「
自
然
」
を
保
証
し
な
い
。
む
し
ろ
「
真
面
目
」
は
、
人
を
し
て
主
体

的
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
困
難
な
あ
る
「
場
」
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

Ｋ
も
ま
た
先
生
に
恋
を
打
ち
明
け
た
「
後
で
」
驚
い
た
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
瀕
死
の
父

親
を
田
舎
に
残
し
、
も
は
や
先
生
の
い
な
い
は
ず
の
（
静
の
い
る
）
東
京
へ
向
か
う
汽
車
に

飛
び
乗
る
「
真
面
目
」
な
青
年
も
ま
た
「
後
で
」
驚
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
告

白
」
Ⅱ
「
選
択
」
が
必
然
的
に
伴
う
ず
れ
を
、
漱
石
は
時
間
的
な
「
遅
れ
」
と
し
て
だ
け
で

な
く
、
そ
の
相
手
を
違
え
さ
せ
る
か
た
ち
で
も
描
き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
根
源
的
な

不
全
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
遣
っ
た
「
後
で
」
驚
く
。
し
か
し
こ
の
「
選
択
」
Ⅱ
「
表

「
か
う
云
ふ
危
う
い
時
に
、
生
れ
付
き
を
敲
き
直
し
て
置
か
な
い
と
、
生
涯
不
安
で
仕

舞
ふ
よ
・
い
く
ら
勉
強
し
て
も
、
い
く
ら
学
者
に
な
っ
て
も
取
り
返
し
は
付
か
な
い
。

此
所
だ
よ
、
小
野
さ
ん
、
真
面
目
に
な
る
の
は
。
（
後
略
）
」
二
虞
美
人
草
」
十
八
）

私
に
は
第
一
に
彼
が
解
し
が
た
い
男
の
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
何
う
し
て
あ
ん
な
事
を

突
然
私
に
打
ち
明
け
た
の
か
、
又
何
う
し
て
打
ち
明
け
な
け
れ
ば
ゐ
ら
れ
な
い
程
に
、

彼
の
恋
が
募
っ
て
来
た
の
か
、
さ
う
し
て
平
生
の
彼
は
何
処
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
か
、
凡
て
私
に
は
解
し
に
く
い
問
題
で
し
た
。
私
は
彼
の
強
い
事
を
知
っ
て
ゐ

ま
し
た
。
又
彼
の
真
面
目
な
事
を
知
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
（
「
こ
、
ろ
」
下
三
十
七
）

「
い
や
考
へ
た
ん
ぢ
や
な
い
。
遣
っ
た
ん
で
す
。
遣
っ
た
後
で
驚
ろ
い
た
ん
で
す
。
さ

う
し
て
非
常
に
怖
く
な
っ
た
ん
で
す
」
（
「
こ
、
ろ
」
上
十
四
）

－6－
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「
最
後
の
権
威
は
自
己
に
あ
る
」
と
す
る
代
助
は
、
そ
れ
を
た
だ
「
腹
の
う
ち
で
定
め
」

て
い
る
だ
け
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
「
運
命
が
戸
外
か
ら
来
」
る
の
を
待
っ
て
い
る
ば
か
り

で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
彼
の
「
選
択
」
が
私
利
私
欲
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る

の
は
、
「
天
意
」
や
「
運
命
」
以
外
に
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
に
も
作
者
に
そ
の
無
垢
を
保
護

さ
れ
た
も
う
一
人
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
い
る
。
「
そ
れ
か
ら
」
の
代
助
の
「
選
択
」
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
彼
の
美
意
識
の
よ
う
な
個
人
的
な
水
準
で
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
三
千

代
自
身
の
「
選
択
の
自
由
」
を
全
く
考
え
て
い
な
い
。
抜
き
差
し
の
な
ら
な
い
肝
心
の
他
者

が
抹
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
、
代
助
の
「
自
己
」
は
「
自
然
」
と
ず
れ
る
こ
と
な
く
「
天
意
」
Ⅱ
無
垢
そ
の
も
の
な
の

「
饗
の
目
を
極
め
る
」
代
助
が
、
そ
の
ま
ま
「
天
の
法
則
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書
か
れ

ぶ
り
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
「
自
然
の
児
に
な
ら
う
か
、
又
意
志
の
人
に
な
ら
う
か
」
（
同
十

四
）
を
迷
う
代
助
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
本
当
に
そ
ん
な
「
選
択
」
が
彼
に
許
さ
れ

て
い
る
の
か
。
小
谷
野
敦
も
指
摘
す
る
よ
う
に
〈
「
天
意
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
意
志
を
も

っ
て
選
び
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
こ
そ
「
天
意
」
》
な
の
で
あ
る
②
。

現
」
と
「
己
」
Ⅱ

回
避
さ
れ
て
い
た
。

彼
は
た
乎
彼
の
運
命
に
対
し
て
の
み
卑
怯
で
あ
っ
た
。
此
四
五
日
は
掌
に
載
せ
た
妻
を

眺
め
暮
ら
し
た
。
今
日
も
ま
だ
握
っ
て
ゐ
た
。
早
く
運
命
が
戸
外
か
ら
来
て
、
其
手
を

軽
く
敲
い
て
く
れ
、
ぱ
好
い
と
思
っ
た
。
が
、
一
方
で
は
、
ま
だ
握
っ
て
ゐ
ら
れ
る
と

云
ふ
意
識
が
大
層
嬉
し
か
っ
た
。
（
『
そ
れ
か
ら
」
十
四
）

け
れ
ど
も
、
代
助
は
今
相
手
の
顔
色
如
何
に
拘
は
ら
ず
、
手
に
持
っ
た
饗
を
投
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
上
に
な
っ
た
目
が
、
平
岡
に
都
合
が
悪
か
ら
う
と
、
父
の
気
に

入
ら
な
か
ら
う
と
、
妻
を
投
げ
る
以
上
は
、
天
の
法
則
通
り
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
は

な
か
っ
た
。
奏
を
手
に
持
つ
以
上
は
、
又
奏
が
投
げ
ら
れ
可
く
作
ら
れ
た
る
以
上
は
、

妻
の
目
を
極
め
る
も
の
は
自
分
以
外
に
あ
ら
う
筈
は
な
か
っ
た
。
代
助
は
、
最
後
の
権

威
は
自
己
に
あ
る
も
の
と
、
腹
の
う
ち
で
定
め
た
。
父
も
兄
も
嬢
も
平
岡
も
、
決
断
の

地
平
線
上
に
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
（
「
そ
れ
か
ら
」
十
四
）

「
意
識
」
と
の
ず
れ
の
問
題
は
、
た
と
え
ば
「
そ
れ
か
ら
」
で
は
巧
妙
に
で
あ
る
。

「
骸
悔
」
や
「
告
白
」
で
は
「
本
当
の
事
実
」
は
叙
述
し
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と

え
ば
「
自
己
の
胸
臆
を
叙
し
て
」
「
思
の
儘
を
書
か
ん
と
し
て
」
い
る
か
に
見
え
る
「
日
記
」

に
し
た
と
こ
ろ
で
同
じ
で
あ
る
。

大
澤
真
幸
は
、
代
助
が
三
千
代
と
の
関
係
を
「
天
意
」
と
見
な
す
こ
と
は
、
具
体
的
な
外

部
性
を
抹
消
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
③
。
つ
ま
り
平
岡
の
欲
望
を
自
分
自

身
の
欲
望
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
で
、
「
自
身
の
欲
望
か
他
者
の
欲
望
か
」
の
分
裂
に
悩

ま
ず
に
す
ま
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
自
己
の
選
択
が
本
源
的

に
他
者
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
》
と
い
う
構
造
こ
そ
が
、
逆
説
的
に
選
択
を
《
能
動
的
で
独
立

し
た
選
択
》
に
し
て
い
た
の
に
、
他
者
の
外
部
的
な
存
在
を
失
う
こ
と
で
《
選
択
が
自
分
で

責
任
を
負
え
る
よ
う
な
選
択
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
》
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
大
澤
氏

に
よ
れ
ば
、
「
選
択
」
は
《
主
体
に
と
っ
て
、
不
可
能
な
「
ほ
か
で
も
あ
り
え
た
可
能
性
」
〉

と
し
て
現
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
こ
の
「
ほ
か
で
も
あ
り
え
た
可
能
性
」
を
選
択
し
な
か
っ

た
こ
と
が
、
主
体
に
罪
責
感
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

あ
く
る
日
妻
を
呼
ん
〔
で
〕
こ
そ
こ
そ
話
を
し
て
は
不
可
な
い
、
話
す
な
ら
普
通
の
人

間
が
普
通
の
時
に
使
ふ
や
う
に
話
せ
と
命
じ
た
。
／
（
中
略
）
ま
た
こ
そ
こ
そ
何
か
云

っ
て
ゐ
る
。
是
は
子
供
に
云
ふ
の
で
あ
る
。
其
言
葉
も
不
都
合
な
事
で
は
な
い
。
然
し

人
が
止
せ
と
い
ふ
の
を
故
意
に
や
っ
て
ゐ
る
事
丈
は
明
瞭
で
あ
っ
た
。
／
其
翌
晩
も
同

聖
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
の
熾
悔
、
ル
ソ
ー
の
織
悔
、
ォ
ピ
ァ
ム
イ
ー
タ
ー
の
繊
悔
、
ｌ
そ

れ
を
い
く
ら
辿
っ
て
行
っ
て
も
、
本
当
の
事
実
は
人
間
の
力
で
叙
述
出
来
る
筈
が
な
い

と
誰
か
瀞
云
っ
た
事
が
あ
る
。
況
し
て
私
の
書
い
た
も
の
は
熾
悔
で
は
な
い
。

彼
は
三
千
代
と
自
分
の
関
係
を
、
天
意
に
よ
っ
て
、
ｌ
彼
は
そ
れ
を
天
意
と
し
か
考

へ
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
そ
れ
か
ら
」
十
三
）
。

四

（
「
硝
子
戸
の
中
」
大
正
四
年
）

－7－
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「
汚
れ
た
の
を
用
い
る
位
な
ら
」
と
い
い
「
白
け
れ
ば
純
白
で
な
く
っ
ち
ゃ
」
と
こ
だ
わ

る
「
精
神
的
に
澗
性
」
な
先
生
（
「
こ
、
ろ
」
上
三
十
三
を
妨
佛
さ
せ
る
文
章
だ
が
、
こ

れ
は
す
で
に
「
こ
、
ろ
」
を
書
き
終
え
た
作
家
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
妻
へ
の
「
疑
い
」

を
記
し
た
も
の
で
、
直
接
に
は
む
し
ろ
「
道
草
」
の
内
容
に
対
応
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
最

後
の
記
述
に
は
「
去
年
の
事
」
と
注
記
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
こ
、
ろ
」
執
筆
の
前
年
の
で
き

ご
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

妻
が
「
故
意
に
や
っ
て
ゐ
る
」
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
決
定
で
き

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
叙
述
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
「
自
分
を
呪
う
よ
り
外
に
仕

方
が
な
い
」
（
上
十
四
）
よ
う
な
「
自
己
」
で
あ
る
。
書
い
て
あ
る
こ
と
が
「
本
当
の
事
実
」

で
あ
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
ま
ず
書
き
手
の
狂
気
を
感
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
文
章
だ
が
、
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
の
「
吾
輩
」
な
ら
次
の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
。

I

「
己
」
と
「
自
然
」
に
ず
れ
が
な
い
猫
に
と
っ
て
は
、
「
意
識
」
が
「
選
択
」
Ⅱ
「
表
現
」

じ
事
を
繰
り
返
し
た
。
私
は
便
所
に
起
き
る
時
妻
の
枕
を
蹴
飛
ば
し
て
や
ら
う
か
と
思

っ
た
。
「
だ
ま
っ
て
寝
て
く
れ
」
と
云
っ
て
厨
へ
行
っ
た
。
妻
は
は
い
と
答
へ
た
。
／

（
中
略
）
／
妻
は
私
が
黙
っ
て
ゐ
る
と
決
し
て
向
ふ
か
ら
口
を
利
か
な
い
女
で
あ
っ
た
。

あ
る
時
私
は
膳
に
向
っ
て
箸
を
取
る
と
其
箸
が
汚
れ
て
ゐ
た
の
で
そ
れ
を
見
て
ゐ
た
。

す
る
と
妻
が
汚
れ
て
ゐ
ま
す
か
と
聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
膳
を
下
げ
て
向
へ
行
っ
た
時
、

下
女
に
又
こ
つ
ち
か
ら
話
さ
せ
ら
れ
た
と
云
っ
た
。
（
是
は
去
年
の
事
で
あ
る
。
）
近
頃

は
向
か
ら
話
す
事
が
あ
る
。
私
に
は
そ
れ
が
何
の
目
的
だ
か
分
ら
な
い
。

二
日
記
」
大
正
三
年
十
一
月
九
日
）

猫
杯
は
そ
こ
へ
行
く
と
単
純
な
も
の
だ
。
食
ひ
度
け
れ
ば
食
ひ
、
森
た
け
れ
ば
課
る
、

怒
る
と
き
は
一
生
懸
命
に
怒
り
、
泣
く
と
き
は
絶
体
絶
命
に
泣
く
。
第
一
日
記
杯
と
い

ふ
無
用
の
も
の
は
決
し
て
つ
け
な
い
。
つ
け
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
人
の
様

に
裏
表
の
あ
る
人
間
は
日
記
で
も
書
い
て
世
間
に
出
さ
れ
な
い
自
己
の
面
目
を
暗
室
内

に
発
揮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
等
猫
属
に
至
る
と
行
住
坐
臥
、
行
尿

送
尿
悉
く
真
正
の
日
記
で
あ
る
か
ら
、
別
段
そ
ん
な
面
倒
な
手
数
を
し
て
、
己
れ
の
真

面
目
を
保
存
す
る
に
は
及
ば
ぬ
と
思
ふ
。
日
記
を
つ
け
る
ひ
ま
が
あ
る
な
ら
橡
側
に
課

て
居
る
迄
の
事
さ
。
二
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
二
）

に
「
遅
れ
」
る
こ
と
や
、
そ
の
こ
と
が
も
た
ら
す
「
汚
れ
」
や
「
罪
」
と
い
っ
た
問
題
と
は

無
縁
で
あ
る
。
だ
が
人
間
に
「
裏
表
の
あ
る
」
の
は
、
「
己
」
と
「
選
択
」
が
、
「
意
識
」
と

「
表
現
」
が
、
ど
う
し
て
も
ず
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
お

れ
」
が
い
う
よ
う
に
「
手
前
の
わ
る
い
事
は
悪
る
か
つ
た
と
言
っ
て
仕
舞
は
な
い
う
ち
は
罪

は
消
え
な
い
」
（
四
）
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
人
は
も
ち
ろ
ん
「
自
分
で
自
分
が
信
用
出
来
な

い
」
こ
こ
、
ろ
」
上
十
四
）
ま
ま
、
し
か
し
「
罪
」
の
意
識
に
は
し
っ
か
り
悩
ま
ざ
る
を
得

な
い
人
間
は
、
ど
う
自
分
が
「
悪
る
か
つ
た
」
と
言
え
ば
よ
い
の
か
。
す
な
わ
ち
「
遅
れ
」

を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
が
そ
の
「
己
れ
の
真
面
目
を
保
存
す
る
」
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
。

漱
石
は
「
告
白
」
で
は
な
く
「
良
く
出
来
た
小
説
」
な
の
だ
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
「
小
説
」

は
「
繊
悔
」
で
は
な
い
。
「
告
白
」
と
い
う
方
法
が
、
必
ず
し
も
「
一
番
宜
い
も
の
」
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
「
小
説
」
に
は
「
有
り
の
儘
を
有
り
の
侭

に
隠
し
も
せ
ず
漏
ら
し
も
せ
ず
描
き
得
た
な
ら
ば
」
と
い
う
条
件
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
条

件
が
漱
石
の
無
垢
な
る
も
の
へ
の
欲
望
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は

ど
ん
な
方
法
な
ら
不
可
避
的
に
見
え
る
「
己
」
と
「
自
然
」
と
の
ず
れ
を
、
「
遅
れ
」
を
、
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
に
は
、
「
選
択
」
に
お
け
る
ず
れ
の
構
造
に
組
み
込
ま
れ

た
「
模
倣
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

罪
を
犯
し
た
人
間
が
、
自
分
の
心
の
径
路
を
有
り
の
侭
に
現
は
す
こ
と
が
出
來
た
な
ら

ば
、
さ
う
し
て
其
儘
を
人
に
イ
ン
プ
レ
ッ
ス
す
る
事
が
出
來
た
な
ら
ば
、
總
て
の
罪
悪

と
云
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。
總
て
成
立
し
な
い
と
思
ふ
。
夫
を
し
か
思
は
せ
る
に
、

一
番
宜
い
も
の
は
、
有
り
の
侭
を
有
り
の
侭
に
書
い
た
小
説
、
良
く
出
來
た
小
説
で
す
。

（
中
略
）
有
り
の
儘
を
有
り
の
儘
に
隠
し
も
せ
ず
漏
ら
し
も
せ
ず
描
き
得
た
な
ら
ば
、
其

人
は
描
い
た
功
徳
に
依
っ
て
正
に
成
佛
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
法
律
に
は
触
れ
ま
す
懲

役
に
は
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
其
人
の
罪
は
、
其
人
の
描
い
た
物
で
十
分
に
清
め
ら
れ

る
も
の
だ
と
思
ふ
。
（
「
模
倣
と
独
立
」
大
正
二
年
十
二
月
）

－8－
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小
谷
野
氏
は
自
分
で
立
て
た
こ
の
作
業
仮
説
を
見
事
に
覆
し
て
み
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

氏
の
い
う
よ
う
に
、
Ｋ
の
「
ピ
ュ
シ
ス
」
が
「
絶
対
の
他
者
」
で
あ
る
静
の
「
技
巧
」
に
よ

っ
て
喚
起
さ
れ
た
も
の
と
見
て
も
よ
い
。
そ
れ
で
Ｋ
の
無
垢
は
相
対
化
さ
れ
る
。
し
か
し
今

度
は
全
て
お
見
通
し
の
「
技
巧
家
」
静
が
絶
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

静
が
無
垢
な
聖
女
で
あ
る
か
、
し
た
た
か
な
悪
女
で
あ
る
か
と
い
っ
た
議
論
に
は
、
い
ず
れ

も
《
男
性
の
視
点
に
よ
る
幻
想
〉
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
⑤
。
し
か
し
Ｋ
の
「
自

先
生
が
お
嬢
さ
ん
と
の
結
婚
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
は
「
遅
れ
」
て
し
ま

っ
た
の
は
、
先
生
の
「
愛
」
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
「
自
己
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｋ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
お
嬢
さ
ん
は
「
技
巧
」
と
「
自
然
」

の
二
様
の
存
在
と
な
り
、
先
生
自
身
も
ま
た
分
裂
す
る
。
「
嫉
妬
は
愛
の
半
面
」
（
同
）
だ
と

自
覚
す
る
そ
の
と
き
に
は
、
す
で
に
そ
の
「
嫉
妬
」
Ⅱ
「
愛
」
は
Ｋ
の
欲
望
を
な
ぞ
っ
た
コ

ピ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

「
先
生
」
の
お
嬢
さ
ん
へ
の
思
い
は
結
局
真
実
の
も
の
で
は
な
く
、
Ｋ
の
「
切
な
い
恋
」

の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
「
先
生
」
と
静
は
、
テ
ク
ネ
ー
を
用
い
て
「
恋
愛
結
婚
」

を
成
就
さ
せ
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
「
ピ
ュ
シ
ス
」
の
Ｋ
に
対
し
て
深
い
罪
悪
感
、

負
い
目
、
劣
等
感
を
抱
い
て
い
た
と
。
つ
ま
り
「
漱
石
」
は
「
模
倣
」
を
恥
じ
て
い
た

と
。
（
小
谷
野
敦
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ロ
マ
ン
ス
」
④
）

御
嬢
さ
ん
の
態
度
に
な
る
と
、
知
っ
て
わ
ざ
と
遣
る
の
か
、
知
ら
な
い
で
無
邪
気
に
遣

る
の
か
、
其
所
の
区
別
が
一
寸
判
然
し
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
。
若
い
女
と
し
て
御
嬢

さ
ん
は
思
慮
に
富
ん
だ
方
で
し
た
け
れ
ど
も
、
其
若
い
女
に
共
通
な
私
の
嫌
な
所
も
、

あ
る
と
思
へ
ぱ
思
へ
な
く
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
さ
う
し
て
そ
の
嫌
な
所
は
、
Ｋ
が
宅

へ
来
て
か
ら
、
始
め
て
私
の
眼
に
着
き
出
し
た
の
で
す
。
私
は
そ
れ
を
Ｋ
に
対
す
る
私

の
嫉
妬
に
帰
し
て
可
い
も
の
か
、
又
は
私
に
対
す
る
御
嬢
さ
ん
の
技
巧
と
見
散
し
て
然

る
べ
き
も
の
か
、
一
寸
分
別
に
迷
ひ
ま
し
た
。
私
は
今
で
も
決
し
て
そ
の
時
の
私
の
嫉

妬
心
を
打
ち
消
す
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
た
び
た
び
繰
り
返
し
た
通
り
、
愛
の
裏
面

に
此
感
情
の
働
き
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
ゐ
た
の
で
す
か
ら
。
（
「
こ
、
ろ
」
下
三
十
四
）

五

し
か
し
こ
う
し
た
言
葉
は
、
そ
れ
が
先
生
の
独
白
で
あ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
「
私
」
に

対
す
る
「
告
白
」
で
あ
る
た
め
に
、
「
私
」
の
位
置
に
立
つ
読
者
に
は
、
そ
れ
が
「
本
当
の

事
実
」
な
の
か
真
偽
が
決
定
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
先
生
は
Ｋ
の
「
自
然
」
を
強

調
し
、
同
時
に
妻
の
無
垢
を
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
静
が
「
策
略
家
」
な
ら
Ｋ
も
「
自
然
」

で
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
生
は
手
紙
が
ど
れ
ほ
ど
長
大
に
な
ろ
う
と
も
「
有
り
の

儘
」
を
書
こ
う
と
す
る
、
そ
の
姿
勢
に
よ
っ
て
自
分
の
無
垢
を
自
ら
肯
定
し
、
遺
書
の
読
み

手
に
も
無
垢
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
他
方
、
Ｋ
の
名

を
明
か
さ
ず
、
そ
の
名
を
誰
と
も
共
有
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
妻
に
も
「
告
白
」
を
す
る
こ
と

な
く
そ
の
遺
書
も
見
せ
な
い
よ
う
頼
ん
で
死
ぬ
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
先
生
に
と
っ
て
は
Ｋ
も

妻
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に
「
汚
れ
」
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
知
っ
て
も
ら

い
た
が
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
の
だ
。

「
模
倣
」
が
「
恥
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
模
倣
」
が
「
遅
れ
」
で
あ
り
、
「
罪
」

や
「
汚
れ
」
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
媒
介
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
主

体
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
主
体
的
」
で
「
真
面
目
」
な
「
選
択
」
こ

そ
が
「
模
倣
」
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
「
主
体
的
選
択
」
こ
そ
が
「
模
倣
」
で
あ
る
と
い
う
逆
説
的
な
場
か
ら
逃
れ

る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
模
倣
」
を
模
倣
し
つ
つ
、
し
た
が
っ
て
「
模
倣
」
せ
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
模
倣
」
か
ら
ず
れ
て
い
く
こ
と
。

し
か
し
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
の
か
。

然
」
性
は
、
何
よ
り
先
生
が
尋
常
で
な
い
長
さ
の
遺
書
を
書
く
と
い
う
そ
の
行
為
と
と
も
に
、

先
生
が
自
身
の
言
葉
で
栫
え
上
げ
た
も
の
と
も
言
え
る
の
だ
。

私
は
仕
舞
に
Ｋ
が
私
の
や
う
に
た
っ
た
一
人
で
淋
し
く
っ
て
仕
方
が
な
く
な
っ
た
結
果
、

急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
疑
が
ひ
出
し
ま
し
た
。
さ
う
し
て
又
懐
と
し
た
の

で
す
。
私
も
Ｋ
の
歩
い
た
路
を
、
Ｋ
と
同
じ
や
う
に
辿
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
予
覚
が
、

た
ず
Ｋ
は
私
を
箸
め
る
に
は
余
り
に
正
直
で
し
た
。
余
り
に
単
純
で
し
た
。
余
り
に
人

格
が
善
良
だ
っ
た
の
で
す
（
「
こ
、
ろ
」
下
四
十
三

妻
が
己
れ
の
過
去
に
対
し
て
も
つ
記
憶
を
、
な
る
べ
く
純
白
に
保
存
し
て
置
い
て
遣
り

た
い
の
が
私
の
唯
一
の
希
望
な
の
で
す
か
ら

（
同
下
五
十
六
）

－9－



奈良工業高等専門学校研究紀要第38号（2㈹2） 149

「
模
倣
」
の
予
覚
に
「
懐
と
」
す
る
こ
と
。
「
自
己
」
の
枠
を
通
し
て
Ｋ
の
姿
を
捉
え
た

と
思
っ
た
そ
の
と
き
、
逆
に
Ｋ
の
枠
の
中
に
映
っ
て
い
る
「
自
己
」
を
見
出
し
て
し
ま
う
こ

と
。
こ
れ
こ
そ
が
「
模
倣
」
と
そ
の
自
覚
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
懐
と
」
は
た
ん
に
「
汚

れ
」
に
ふ
れ
た
せ
い
で
は
な
い
。
先
生
は
死
に
至
る
Ｋ
と
い
う
モ
デ
ル
を
模
倣
Ⅱ
選
択
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
「
後
で
」
気
づ
い
て
驚
い
た
の
だ
。
先
生
は
、
Ｋ
を
「
模
倣
」
し
て

い
る
こ
と
を
自
覚
つ
つ
、
自
死
の
道
を
歩
み
な
が
ら
も
、
他
方
で
し
か
し
、
Ｋ
が
書
か
な
か

っ
た
長
い
遺
書
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
書
く
」
こ
と
を
通
し
て
「
模
倣
」
Ⅱ
「
遅

れ
」
の
構
造
を
ま
さ
に
生
き
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
ず
れ
て
い
こ
う
と
も
し
て
い
る
の
だ
。
あ

る
い
は
青
年
「
私
」
は
「
私
」
で
、
「
謎
」
で
誘
引
す
る
先
生
を
「
模
倣
」
し
つ
つ
「
書
く
」

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
も
ま
た
自
己
を
「
偽
り
な
く
書
き
残
し
て
置
く
」
（
下
五
十
六
）
と

い
う
姿
勢
か
ら
は
、
ず
れ
た
「
自
己
の
表
現
」
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
模
倣
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
人
物
の
行
為
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
い
。

彼
ら
が
叙
述
す
る
言
葉
も
ま
た
模
倣
さ
れ
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑥
。
そ
し
て
し
か
し
、
先

生
の
遺
書
の
言
葉
や
青
年
「
私
」
の
手
記
が
、
た
と
え
つ
ね
に
既
に
反
復
さ
れ
た
も
の
の
痕

跡
な
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
で
の
模
倣
や
反
復
は
同
一
性
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

こ
に
こ
そ
ず
れ
が
、
ノ
イ
ズ
が
紛
れ
込
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
ず
れ
や
ノ
イ
ズ
を

排
除
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
て
全
的
に
肯
定
す
る
こ
と
。
無
垢
な
る
も
の
へ
の

欲
望
は
、
模
倣
と
そ
れ
か
ら
の
ず
れ
を
併
せ
持
つ
姿
勢
の
う
ち
に
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
矛
盾
や
余
剰
を
含
む
も
の
こ
そ
が
か
え
っ
て
「
良
く
出
来
た
小
説
」
な
の

で
あ
る
。

折
々
風
の
や
う
に
私
の
胸
を
横
過
り
始
め
た
か
ら
で
す
。
（
「
こ
、
ろ
」
下
五
十
三
）

①
拙
論
「
夏
目
漱
石
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
「
乱
暴
者
」
」
（
「
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
」

第
三
四
号
、
一
九
九
八
）

②
小
谷
野
敦
「
夏
目
漱
石
に
お
け
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ロ
マ
ン
ス
」
（
「
批
評
空
間
」
第
四
号
、

一
九
九
二
、
福
武
書
店
）

③
大
澤
真
幸
「
明
治
の
精
神
と
心
の
自
律
性
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
六
二
集
、
二
○
○

○
・
五
、
日
本
近
代
文
学
会
）

④
小
谷
野
氏
前
掲
論
文

⑤
座
談
会
ヨ
こ
、
ろ
」
論
争
以
後
」
（
「
漱
石
研
究
」
第
六
号
、
一
九
九
六
、
翰
林
書
房
）
に

お
け
る
関
礼
子
氏
の
発
言

⑥
押
野
武
志
「
「
遺
書
」
の
書
法
一
ペ
ン
と
ノ
イ
ズ
こ
（
「
総
力
討
論
漱
石
の
『
こ
、
ろ
」
」

所
収
、
一
九
九
四
・
一
、
翰
林
書
房
）
は
、
先
生
の
遺
書
の
言
葉
は
《
つ
ね
に
既
に
反
復

さ
れ
た
も
の
の
痕
跡
な
の
で
あ
り
、
ど
の
言
葉
も
〈
始
ま
り
〉
と
し
て
の
特
権
性
Ⅱ
ロ
ゴ

ス
を
主
張
で
き
な
い
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。

註
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