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経
験
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Ｉ
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一
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こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
の
は
、
漱
石
が
作
家
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
当
時
の
「
過

去
の
自
己
」
を
再
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ま
し
た
。
「
道
草
』
を
作
家
誕
生
の
物

語
と
し
て
読
ん
だ
わ
け
で
す
が
、
こ
の
た
び
『
道
草
」
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
の
私
の
関

心
の
中
心
は
、
主
人
公
に
自
己
発
見
・
自
己
確
認
を
さ
せ
る
物
語
を
紡
ぎ
な
が
ら
、
作
家
自

身
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
「
現
在
の
自
己
」
を
創
造
・
確
認
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点

に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
道
草
」
と
い
う
小
説
を
書
く
人
間
の
「
経
験
の
技
法
」
と

し
て
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
の
で
す
。

「
道
草
」
は
漱
石
自
身
の
過
去
を
素
材
に
し
た
自
伝
的
な
小
説
で
す
。
主
題
の
中
心
が
主

人
公
の
日
常
的
現
実
に
お
け
る
自
己
認
識
の
徹
底
化
に
あ
る
と
は
い
え
、
一
方
で
こ
れ
は
他

者
と
の
共
生
の
た
め
の
妥
協
の
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
お
い
て
余
儀
な
く
さ
れ

る
あ
れ
こ
れ
の
生
き
方
、
過
去
の
思
い
出
し
方
や
並
べ
ら
れ
方
、
言
葉
の
交
換
の
さ
れ
方
な

ど
を
確
認
し
な
が
ら
、
し
た
が
っ
て
作
家
が
「
過
去
の
自
己
」
を
素
材
に
し
て
主
人
公
を
作

り
上
げ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
彼
を
振
る
舞
わ
せ
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
過
去
を
扱
い
、
ど
の

よ
う
に
叙
述
す
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
は
作
家
が
自
伝
的
な
、
と
は
い
え
「
小
説
」

を
書
く
こ
と
を
通
じ
て
、
作
家
自
身
の
「
現
在
の
自
己
」
を
ど
の
よ
う
に
作
り
上
げ
る
こ
と

に
な
る
の
か
を
見
極
め
た
い
と
思
う
の
で
す
。

『
道
草
」
（
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
六
月
三
日
～
九
月
十
四
日
、
『
朝
日
新
聞
垂
は
、
漱

石
が
初
め
て
自
ら
の
過
去
を
直
接
の
素
材
と
し
て
書
い
た
小
説
で
す
。
こ
の
小
説
が
『
こ
、

ろ
」
（
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
四
月
二
十
日
～
八
月
十
一
日
、
『
朝
日
新
聞
」
）
の
後
に
書

か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
の
あ
い
だ
に
あ
る
共
通
点
を
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
「
告
白
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
漱
石
は
、
『
こ
、
ろ
」
と
い
う

小
説
で
、
登
場
人
物
に
自
分
の
過
去
を
「
告
白
」
さ
せ
る
と
い
う
手
法
を
用
い
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
「
告
白
」
を
よ
り
「
真
実
」
に
近
づ
け
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
も
う
一
人
の
登

場
人
物
に
そ
の
遺
書
を
「
引
用
」
さ
せ
る
間
接
的
な
形
に
工
夫
し
て
い
ま
す
ｇ
漱
石
の
長

二
十
年
ほ
ど
以
前
に
も
『
道
草
」
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
、

は
じ
め
に

一

- 1-
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一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
十
二
月
の
第
一
高
等
学
校
に
お
け
る
講
演
に
お
い
て
、
漱
石
は

右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
し
た
。
彼
が
心
に
罪
悪
感
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
何
か
を

抱
え
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
私
は
今
そ
れ
ほ

ど
の
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
私
の
注
意
を
引
く
の
は
、
「
心
の
径
路
を
有
り
の
儘
に

現
は
す
」
と
い
う
点
で
す
。

漱
石
は
「
硝
子
戸
の
中
」
二
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
十
三
日
～
二
月
二
十
三
日
、

『
朝
日
新
聞
」
）
で
、
聖
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
や
ル
ソ
ー
、
オ
ピ
ア
ム
イ
ー
タ
Ｉ
な
ど
の
「
儀
悔
」

（
「
告
白
（
録
匡
な
ど
と
題
し
て
翻
訳
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
本
は
、
当
時
相
当
の
話
題
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
）
に
ふ
れ
、
「
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
ザ
云
っ
た
事
が
あ
る
。
況
し
て
私
の
書
い
た
も
の
は

繊
悔
で
は
な
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

「
こ
、
ろ
」
を
書
く
時
点
で
、
彼
は
自
身
の
蹟
罪
を
目
的
と
す
る
「
熾
悔
」
の
方
向
で
自

分
の
過
去
を
「
告
白
」
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
自
分
自
身
の
「
心
の

径
路
を
有
り
の
侭
に
現
は
す
」
た
め
に
、
す
な
わ
ち
「
真
実
」
を
表
現
す
る
た
め
に
小
説
と

い
う
方
法
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
先
の
引
用
部
分
に
続
い
て
、
漱
石
は
次
の
よ
う
に

編
小
説
は
、
複
数
の
視
点
人
物
の
語
り
に
よ
る
短
篇
を
連
ね
た
か
た
ち
の
作
品
も
含
め
て
、

構
成
的
に
破
綻
し
て
し
ま
う
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
「
引
用
」
と
い
う
方
法
が
う
ま

く
い
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
「
こ
＄
ろ
」
は
大
き
な
破
綻
の
な
い
小
説
に
な
り
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
と
き
、
作
家
は
人
間
一
般
の
心
の
真
実
を
表
現
す
る
試
み
と
し
て
は
、
あ

る
程
度
の
達
成
感
を
得
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
漱
石
は
同
時
に
、
「
芸
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
」
（
「
文
展
と
芸
術
』
、
一
九

一
二
（
大
正
元
）
年
）
と
も
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
点
で
は
ま
だ
物
足
り
な
い
思
い

も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
「
道
草
』
で
は
こ
れ
ま
で
に
ま
だ
試
み
て
い
な
い
や
り
方
、
自
分

自
身
の
過
去
を
素
材
と
す
る
方
法
を
試
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
方
法
だ
け
で
な
く
、
「
告
白
」
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
の
心
の
真
実
に
つ

い
て
表
現
す
る
こ
と
に
も
強
い
関
心
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

I

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

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

と
云
ふ
も
の
は
な
い
と
思
ふ
。
二
模
倣
と
独
立
こ

自
伝
に
は
虚
飾
が
混
じ
る
と
い
う
の
が
常
識
で
す
。
た
と
え
ば
大
岡
昇
平
は
そ
の
点
で

「
他
人
が
公
的
記
録
や
書
簡
、
日
記
、
同
時
代
の
証
言
な
ど
に
基
づ
い
て
構
成
し
た
「
伝
記
』

の
方
が
信
用
で
き
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
『
道
草
」
に
つ
い
て
は
「
文
体
も
飾
り
が
な
く
、
清

潔
で
、
漱
石
が
そ
の
死
の
前
年
に
達
し
て
い
た
精
神
的
な
透
明
さ
を
示
し
て
」
い
る
点
を
評

価
し
て
い
ま
す
，
』
。

も
ち
ろ
ん
「
道
草
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
言
葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
主
人
公

健
三
の
言
葉
、
健
三
の
養
父
母
の
言
葉
、
養
父
と
健
三
と
を
仲
介
す
る
人
物
の
言
葉
、
残
さ

れ
た
証
文
、
妻
の
言
葉
、
姉
・
義
兄
・
兄
と
い
っ
た
親
族
た
ち
の
言
葉
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら

の
言
葉
と
主
人
公
か
ら
十
分
に
距
離
を
置
い
た
位
置
に
い
る
語
り
手
の
言
葉
と
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
は
語
り
手
と
は
別
人
の
人
生
を
描
く
「
伝
記
」
風
の
装
い
に
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
「
自
伝
」
は
発
表
の
意
志
な
く
書
か
れ
た
も
の
が
よ
い
と
す
る
大
岡
氏
は
、
「
道

草
」
に
現
れ
た
漱
石
像
に
つ
い
て
は
「
綺
麗
事
で
す
み
す
ぎ
て
い
る
」
と
し
、
新
聞
と
い
う

大
き
な
メ
デ
ィ
ア
に
発
表
さ
れ
た
『
道
草
」
に
は
粉
飾
と
隠
蔽
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
見

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
何
か
含
む
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な
い
い
廻
し
」
（
こ
れ
は
の
ち
に
清

水
孝
純
が
「
方
法
と
し
て
の
迂
言
法
」
と
名
指
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
続
稿

で
く
わ
し
く
見
る
つ
も
り
で
す
）
に
だ
け
現
れ
て
い
る
の
で
な
く
「
自
画
像
に
問
題
が
あ
る
」

と
し
て
、
「
客
観
的
自
我
」
に
迫
ろ
う
と
し
つ
つ
も
、
方
法
の
制
約
上
、
「
思
い
こ
み
自
我
」

を
出
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
の
で
す
。

「
道
草
」
と
い
う
小
説
が
、
他
人
が
思
っ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
自
画
像
、
す
な
わ
ち
、

す
で
に
地
位
の
定
ま
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
い
う
自
画
像
に
乗
つ
か
っ
た
作
品
で
あ
る

と
い
う
限
界
を
も
つ
に
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
岡
氏
が
評
価
し
よ
う
と
す
る
の

は
「
客
観
的
事
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
気
迫
と
誠
実
さ
」
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
道
草
」
は
、

「
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
」
と
氏
は
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
健

三
の
「
異
様
の
熱
塊
」
（
「
道
草
」
三
）
の
行
く
先
が
そ
こ
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
っ
た
と
見

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
矛
先
の
向
け
よ
う
も
な
く
自
ら
も
て
あ
ま
し
て
い
た
健

述
べ
て
い
ま
す
。

総
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
儘

を
有
り
の
侭
に
書
い
た
小
説
、
良
く
出
来
た
小
説
で
す
。
（
同
）

－2－
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三
の
情
熱
が
、
や
が
て
小
説
家
と
し
て
の
漱
石
の
「
真
実
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
・

態
度
と
し
て
形
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
小
説
で
あ
っ
て
も
言
葉
と
い
う
媒
体
に
よ
る
表
現
で
あ
る
以
上
、
書
く
自
己
と

客
観
的
事
実
と
の
間
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
埋
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
大
岡
氏
も
い
う
よ
う
に
。
「
そ

の
中
間
に
あ
る
『
言
表
さ
れ
た
真
実
」
し
か
な
い
の
で
す
」
。
「
真
実
」
に
到
達
す
る
た
め
に
は

「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
よ
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
漱
石
自
身
の
認
識
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「
道
草
」
は
漱
石
自
ら
の
過
去
を
素
材
に
し
て
い
る
点
で
は
、
作
家
の
「
告
白
」
で
あ
る

と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
「
こ
、
ろ
』
の
「
告
白
」
が
登
場
人
物
の
直
接
の
心
情

の
吐
露
で
は
な
く
、
小
説
を
「
真
実
」
に
近
づ
け
る
た
め
の
装
置
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、
「
道
草
」
に
も
「
過
去
の
事
実
」
が
、
そ
の
ま
ま
自
伝
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
小
説
に
す
る
べ
く
そ
れ
ら
に
選
択
や
加
工
が
施
し
て
あ
る
の
で
す
。
『
道

草
」
が
小
説
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
「
告
白
」
的
な
目
的
が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
に
し
て

も
、
そ
の
た
め
の
素
材
と
な
る
過
去
は
、
厳
密
に
過
去
の
事
実
そ
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
過
去
と
い
う
素
材
は
真
実
に
向
け
て
構
築
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

こ
れ
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
一
月
頃
か
ら
十
一
月
頃
ま
で
の
間
に
書
か
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
漱
石
の
メ
モ
で
す
が
、
『
道
草
」
と
絡
め
て
い
う
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る

私
は
「
道
草
」
全
体
を
や
は
り
小
説
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
悪
口
で
は
な
い
の
で
、
「
人
は
小
説
に
よ
っ
て
し
か
真
実
に
到
達
で
き
な
い
」
と

私
の
尊
敬
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
い
っ
て
い
ま
す
９

小
説
、
ノ
尤
モ
有
義
ナ
ル
役
目
ノ
ー
ッ
ト
テ
、
／
冨
昌
２
－
胃
８
の
①
ヲ
鴨
‐
口
①
且
８
陥

二
蔚
目
８
ス
ル
コ
ト
／
×
鴨
弓
昌
一
８
將
ヲ
鴇
月
旦
８
路
ト
シ
テ
ハ
陳
腐
／
×

冨
昌
口
三
胃
８
路
ヲ
冨
昌
旦
胃
８
用
ト
シ
テ
ハ
奇
怪
、
／
×
新
ら
し
き
刺
激
ア
リ
テ

然
モ
一
般
に
四
９
８
－
ス
ル
為
二
第
一
ノ
如
ク
ス
ル
必
要
ア
リ
、
／
×
吾
人
ハ
の
爵
只

ノ
為
二
然
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
人
道
ノ
為
二
然
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
ニ
断
片
」
）

－

q■■■■■

言
胃
号
昌
胃
８
造
が
、
漱
石
自
身
の
「
過
去
の
事
実
」
の
こ
と
、
「
『
且
月
巴
が
、
そ
の

「
選
択
」
や
「
加
工
」
に
あ
た
り
ま
す
。
漱
石
の
場
合
、
一
般
へ
の
「
９
月
星
は
「
人
道
」

の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
「
感
化
」
の
た
め
に
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
が
、
で
は
奇
怪
な
事

例
に
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
、
自
分
だ
け
の
特
殊
な
過
去
を
ど
の
よ
う
に
し
て
「
鴨
月
国
一

８
の
里
へ
と
切
り
詰
め
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
そ
れ
を
問
う
前
に
、
何
の
た
め
に
そ
う
す
る
の
か
の
目
的
、
「
な
ぜ
」
に
つ
い
て

今
少
し
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
漱
石
の
小
説
作
法
、
「
ど
の
よ
う

に
し
て
」
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
の
過
去
を
「
一
般
に
９
月
呈
で
き
る
形
に
加
工
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
表
現
を
「
真
実
」
に
近
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
小
説
の
効

用
な
の
で
す
が
、
な
ぜ
漱
石
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
門
＆
月
旦

は
、
た
と
え
ば
取
り
扱
う
過
去
の
時
期
の
限
定
と
い
う
か
た
ち
で
ま
ず
問
題
に
な
り
ま
す
。
『
道

草
」
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
明
治
三
十
五
年
か
ら
の
数
年
間
で
す
曾

こ
の
メ
モ
は
実
際
に
『
硝
子
戸
の
中
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て

い
ま
す
。 自

分
ノ
書
い
た
も
の
を
見
て
呉
れ
と
云
っ
た
人
二
話
セ
シ
事
。
社
交
ニ
ア
ラ
ズ
、
自
己

ノ
弱
点
ヲ
サ
ラ
ヶ
出
サ
ズ
ニ
人
カ
ラ
利
益
ハ
受
ケ
ラ
レ
ナ
イ
、
自
己
ノ
弱
点
ヲ
サ
ラ
ヶ

出
サ
ズ
ニ
人
二
利
益
ハ
与
ヘ
ラ
レ
ナ
イ
（
同
「
断
片
壱

私
は
女
に
斯
ん
な
話
を
し
た
。
ｌ
／
「
是
は
社
交
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
御
互
に
体
裁

の
好
い
事
ば
か
り
云
ひ
合
っ
て
ゐ
て
は
、
何
時
迄
経
っ
た
っ
て
、
啓
発
さ
れ
る
筈
も
、

利
益
を
受
け
る
訳
も
な
い
の
で
す
。
貴
方
は
思
ひ
切
っ
て
正
直
に
な
ら
な
け
れ
ば
駄
目

で
す
よ
。
（
中
略
）
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
ら
笑
は
れ
は
し
ま
い
か
、
恥
を
掻
き
は
し
ま

い
か
、
又
は
失
礼
だ
と
い
っ
て
怒
ら
れ
は
し
ま
い
か
な
ど
と
遠
慮
し
て
、
相
手
に
自
分

と
い
ふ
正
体
を
黒
く
塗
り
潰
し
た
所
ば
か
り
示
す
工
夫
を
す
る
な
ら
ば
、
私
が
い
く
ら

貴
方
に
利
益
を
与
へ
や
う
と
焦
慮
て
も
、
私
の
射
る
矢
は
悉
く
空
矢
に
な
っ
て
仕
舞
ふ

丈
で
す
。
／
「
是
れ
は
私
の
貴
方
に
対
す
る
注
文
で
す
が
、
其
代
り
私
の
方
で
も
此
私

と
い
ふ
も
の
を
隠
し
は
致
し
ま
せ
ん
。
有
り
の
儘
を
曝
け
出
す
よ
り
外
に
、
あ
な
た
を

教
へ
る
途
は
な
い
の
で
す
。
二
硝
子
戸
の
中
」
十
二

－3－
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秋
山
氏
に
よ
れ
ば
、
「
過
去
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
そ
の
創
作
意
図
が
帰
国
直
後
の
己
れ

の
卑
小
な
生
と
精
神
の
検
証
に
お
か
れ
て
い
た
が
故
」
、
す
な
わ
ち
『
道
草
」
が
「
過
去
の

自
己
の
冷
厳
な
検
証
を
目
し
て
構
想
さ
れ
た
作
品
」
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
ま
で
自
分
が
書
い
て
き
た
も
の
を
振
り
返
っ
て
そ
う
書
い
た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら

書
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
自
分
の
「
欠
点
」
を
含
ん
だ
「
あ
り
の
ま
ま
を
曝
け
出
」
し

た
い
と
い
う
思
い
も
当
然
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
道
草
」
に
お
い
て
、
自
分
の
特
殊

な
事
例
を
一
般
の
事
例
と
す
る
た
め
に
直
近
の
過
去
や
現
在
を
そ
の
材
と
し
な
か
っ
た
の
は
、

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
秋
山
公
男
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

中
」
三
十
九
）
と
も
書
い
た
の
で
し
ょ
う
。

漱
石
は
「
書
い
た
も
の
」
を
見
る
こ
と
を
世
俗
的
な
「
社
交
」
と
は
別
の
も
の
と
考
え
て

い
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
「
正
直
」
に
な
る
こ
と
が
「
啓
発
」
「
利
益
」
と
、
す
な
わ
ち

「
教
え
／
教
え
ら
れ
る
」
関
係
に
立
つ
こ
と
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら

く
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
に
も
、
漱
石
は
「
教
え
／
教
え
ら
れ
る
」
関
係
に
立
と
う
と

し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
彼

は
十
分
に
承
知
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
も
っ
と
卑
し
い
所
、
も
っ
と
悪
い
所
、
も

っ
と
面
目
を
失
す
る
や
う
な
自
分
の
欠
点
を
、
つ
い
発
表
し
ず
に
仕
舞
っ
た
」
（
「
硝
子
戸
の

も
ち
ろ
ん
秋
山
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
健
三
の
現
在
」
と
そ
れ
を
過
去
と
見
て
冷
厳
に
傭
と
、

『
道
草
」
は
後
期
三
部
作
と
は
異
な
り
、
現
在
か
ら
す
る
過
去
の
検
証
で
は
な
し
に
、

「
継
続
中
」
の
過
去
か
ら
す
る
現
在
の
検
証
を
特
質
と
す
る
。
少
な
く
と
も
作
品
の
構

造
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
そ
う
い
え
る
。
し
か
し
作
者
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
執
筆
の
現

在
（
大
正
四
年
）
か
ら
、
過
去
（
帰
国
後
の
一
時
期
）
の
「
事
実
」
の
検
証
が
図
ら
れ

た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
６
．

う
よ
り
、
寧
ろ

他
な
る
ま
い
ｓ
ｏ

「
道
草
」
の
背
景
が
他
の
い
ず
れ
の
時
期
で
も
な
く
帰
国
直
後
の
時
期
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
所
以
は
、
そ
れ
が
「
己
れ
の
作
家
的
出
発
の
時
点
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
い

う
よ
り
、
寧
ろ
逆
に
作
者
か
ら
顧
み
て
最
も
醜
悪
か
つ
盲
目
の
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
に

敵
す
る
「
作
者
の
現
在
」
と
の
間
に
は
、
明
確
に
距
離
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
「
弱
点
」
「
欠
点
」
を
抱
え
て
い
た
時
期
の
検
証
と
し
て
「
過
去
」
が
選
ば
れ
た

の
な
ら
、
現
在
の
作
者
は
そ
の
よ
う
な
「
弱
点
」
「
欠
点
」
を
（
か
な
り
の
程
度
）
克
服
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
秋
山
氏
自
身
ふ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
健
三
の
幼
児
期
体
験
は
、
現
在
の
自
己
凝
視
に
不
可
欠
な
視
座
と
し
て

繰
返
し
反
翻
さ
れ
」
て
い
ま
す
。
そ
し
て
作
者
は
「
過
去
の
自
己
」
を
反
映
す
る
健
三
と
い

う
人
物
を
や
は
り
作
者
自
身
の
「
現
在
の
自
己
凝
視
に
不
可
欠
な
視
座
と
し
て
」
必
要
と
し

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
誇
り
」
や
「
得
意
」
が
、
で
は
健
三
を
批
評
し
て
い
る
語
り
手

自
身
に
、
入
り
込
む
隙
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
仮
に
「
隙
な
し
」
と
い
う
理
想
的
な
設
定

が
権
利
上
あ
り
得
る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
絶
対
的
視
座
を
こ
し
ら
え
て
「
道
草
」
を
書
き

つ
つ
あ
る
漱
石
自
身
が
、
「
現
在
の
為
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
自
分
」
に
無
自
覚
な
ま
ま
で
い
ら

れ
た
で
し
ょ
う
か
。

た
し
か
に
『
道
草
」
の
語
り
手
は
健
三
を
「
突
き
離
」
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
語
り

手
の
示
す
認
識
が
そ
の
ま
ま
漱
石
の
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
健
三
（
過
去
の
自
己

を
反
映
し
た
人
物
）
に
対
し
て
と
り
え
た
距
離
か
ら
得
た
も
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
現
在
の
漱
石
自
身
に
対
し
て
「
冷
厳
に
傭
鰍
」
で
き
る
距
離
を
と
り
得
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
の
で
す
。
右
の
引
用
の
す
ぐ
前
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

対
象
に
対
し
て
十
分
な
距
離
を
と
る
こ
と
が
「
真
実
」
へ
の
接
近
の
王
道
で
あ
る
と
す
る

、
そ
う
し
た
距
離
を
と
り
に
く
い
現
在
に
対
し
て
は
別
の
方
法
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

彼
は
過
去
と
現
在
と
の
対
照
を
見
た
。
過
去
が
何
う
し
て
此
現
在
に
発
展
し
て
来
た
か

を
疑
っ
た
。
し
か
も
其
現
在
の
為
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
自
分
に
は
丸
で
気
が
付
か
な
か
っ

た
。
（
「
道
草
」
九
十
二

「
然
し
今
の
自
分
は
何
う
し
て
出
来
上
っ
た
の
だ
ら
う
」
／
彼
は
斯
う
考
へ
る
と
不
思

議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
其
不
思
議
の
う
ち
に
は
、
自
分
の
周
囲
と
能
く
閾
ひ
終
せ
た
も

の
だ
と
い
ふ
誇
り
も
大
分
交
っ
て
ゐ
た
。
そ
う
し
て
ま
だ
出
来
上
ら
な
い
も
の
を
、
既

に
出
来
上
っ
た
や
う
に
見
る
得
意
も
無
論
含
ま
れ
て
ゐ
た
。
（
同
）
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要
に
な
り
ま
す
。
冷
厳
に
傭
敵
で
き
る
距
離
が
と
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
『
道
草
』
が
現

在
を
問
題
に
し
て
い
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
私
は
む
し
ろ
漱
石
は
自
身
の
現
在
を
問
題
に

す
る
た
め
に
『
道
草
」
を
書
い
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
「
ま
だ
出
来
上
ら
な
い
」

何
も
の
か
が
、
現
在
を
生
き
る
作
家
自
身
の
う
ち
に
、
継
続
し
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
か

ら
で
す
。

で
は
「
過
去
の
自
己
」
を
扱
い
な
が
ら
「
現
在
の
自
己
」
を
問
題
に
す
る
と
は
、
ど
の
よ

う
に
し
て
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
記
憶
に
つ
い
て
の
考
え
方
が

参
考
に
な
り
ま
す
。

現
在
東
北
大
学
に
残
さ
れ
て
い
る
「
漱
石
文
庫
」
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
が
一

り
ま
す
－
ｇ
「
道
草
」
（
四
十
五
）
に
は
、
主
人
公
の
健
三
が
そ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
露

記
憶
」
に
あ
る
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
を
青
年
に
向
け
て
語
る
場
面
も
あ
り
ま
す
。

以
下
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
に
関
す
る
内
容
は
澤
潟
久
敬
「
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
卿
に

お
け
る
理
解
に
頼
り
な
が
ら
進
め
ま
す
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
人
間
の
記
憶
を
身
体
的
記
憶
と
意

識
的
記
憶
と
に
分
け
て
考
え
ま
し
た
。
暗
調
を
例
に
あ
げ
て
そ
れ
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
一

つ
は
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
記
憶
、
そ
の
全
文
が
流
れ
る
よ
う
に
暗
調
で
き
る
記
憶
で
、

今
一
つ
は
そ
の
よ
う
な
暗
調
を
準
備
し
た
一
回
一
回
の
朗
読
の
記
憶
で
す
。
前
者
が
身
体
的

記
憶
、
身
体
が
覚
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
記
憶
で
あ
り
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
れ
を
「
演
ぜ
ら
れ

る
記
憶
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
を
ス
ゥ
ヴ
ニ
ー
ル
（
思
い
出
）
と
い
う
言
葉
で
表

わ
し
、
「
表
象
さ
れ
る
記
憶
」
と
呼
び
ま
し
た
。

で
は
、
こ
の
二
種
の
記
憶
と
能
動
的
主
体
と
し
て
の
身
体
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
身
体
は
、
た
ん
に
身
体
的
記
憶
だ
け
を
身
に
つ
け
て
い
る
限
り
、
た
だ
記

憶
を
演
ず
る
の
み
で
、
主
体
的
で
能
動
的
な
行
為
は
何
も
で
き
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
思
い
出
を
も
っ
て
い
る
意
識
的
な
存
在
と
し
て
の
身
体
で
は
、
そ
う
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
身
体
に
あ
っ
て
は
、
現
在
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
知
覚
に
対
し
て
過
去

の
思
い
出
が
現
在
に
呼
び
起
こ
さ
れ
、
そ
の
思
い
出
に
従
っ
て
現
在
な
す
べ
き
行
動
が

決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
思
い
出
が
い
く
つ
も
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ら
を
相
互
に

比
較
し
て
、
そ
の
う
ち
で
現
在
の
行
動
に
最
も
役
立
つ
思
い
出
を
選
択
し
、
そ
れ
に
即

三

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
が
三
冊
あ

て
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
物
質
と

し
て
現
在
の
行
動
を
決
定
す
る
。
ミ
ァ
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
低
）

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
注
意
と
は
「
現
在
の
知
覚
に
対
す
る
意
識
の
集
中
と
拡
散
」
で
は
な
く
、

「
過
去
へ
の
問
い
合
わ
せ
」
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
が
生
命
の
危
機
に
あ
た
っ
て
急
に
そ
の
未
来
が
塞
が
れ
た
と
き
に

は
、
す
な
わ
ち
「
有
効
な
る
動
作
の
興
味
を
棄
て
て
、
い
は
ぱ
夢
想
の
生
活
裡
に
身
を
投
ず

る
と
き
は
、
そ
れ
（
吾
々
の
過
去
ｌ
引
用
者
注
）
は
何
時
に
て
も
識
閾
を
超
え
る
力
を
得
て

く
る
」
（
「
物
質
と
記
憶
」
卿
）
。
要
す
る
に
、
溺
れ
か
か
っ
た
人
な
ど
が
、
「
自
分
の
過
去
全
体

を
一
瞬
間
の
記
憶
と
し
て
、
そ
の
頭
に
描
き
出
す
」
（
「
道
草
」
四
十
五
）
こ
と
に
な
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
記
憶
に
関
す
る
考
え
方
を
小
説
を
書
く
こ
と
に

応
用
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ふ
だ
ん
人
は
思
い
出
を
、
そ
れ
が
「
有
用
」
で
あ
る
か
ど
う
か

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
採
用
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
健
三
が
彼
の

過
去
を
思
い
出
す
の
は
、
彼
の
現
在
に
と
っ
て
そ
の
思
い
出
が
「
役
に
立
つ
」
か
ら
な
の
で

す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
自
身
の
過
去
を
選
択
し
て
小
説
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
作
家
に

お
い
て
は
、
そ
の
「
過
去
」
が
作
家
の
「
現
在
」
に
と
っ
て
有
用
だ
か
ら
、
つ
ま
り
「
過
去

の
自
己
」
が
「
現
在
の
自
己
」
の
「
役
に
立
つ
」
か
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い

で
し
ょ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
ま
す
。

意
識
は
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
脳
を
大
き
く
は
み
出
し
て
い
る
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
言

う
。
で
は
そ
の
は
み
出
し
た
意
識
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
時
間
的
な
は
み
出
し
に
つ
い

て
見
る
な
ら
、
時
間
的
な
は
み
出
し
と
は
過
去
の
思
い
出
で
あ
る
が
、
思
い
出
が
あ
る

と
は
そ
の
思
い
出
は
現
在
の
身
体
の
行
動
に
と
っ
て
「
有
用
で
あ
る
」
、
「
役
に
立
つ
」
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
思
い
出
が
な
い
と
は
「
無
用
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
っ
た
い
過
去
の
思
い
出
が
全
部
現
在
の
意
識
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
即
刻
行
動
を
決
定

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
我
々
は
必
要
適
切
な
行
動
を
行
な
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
要
な
思
い

出
は
現
在
の
意
識
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
（
「
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ

ソ
ン
」
⑩
）

意
識
は
、
未
来
へ
と
傾
き
つ
つ
こ
れ
を
実
現
し
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
つ
と
め
る
過
去

－5－
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秋
山
氏
が
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
よ
う
に
、
『
道
草
」
に
は
過
去
か
ら
現
在
に
ま
で
「
継
続

中
」
の
何
も
の
か
が
、
そ
れ
こ
そ
が
小
説
の
本
当
の
主
役
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
「
硝
子
戸
の
中
」
に
お
い
て
、
す
で
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
病
気
が
治
っ
た
よ
う

で
治
り
き
ら
な
い
「
私
」
は
、
「
継
続
」
と
い
う
言
葉
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
は
「
何

う
か
斯
う
か
生
き
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
挨
拶
を
「
病
気
は
ま
だ
継
続
中
で
す
」
に
改
め
る
の

で
す
。 そ

し
て
漱
石
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
彼
の
「
現
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
」
現
在
を
「
熱
心
に

見
つ
め
」
つ
つ
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
で
す
。

客
の
帰
っ
た
あ
と
で
私
は
ま
た
考
へ
た
。
ｌ
継
続
中
の
も
の
は
恐
ら
く
私
の
病
気
ば

か
り
で
は
な
い
だ
ら
う
。
私
の
説
明
を
聞
い
て
、
笑
談
だ
と
思
っ
て
笑
ふ
人
、
解
ら
な

い
で
黙
っ
て
ゐ
る
人
、
同
情
の
念
に
駆
ら
れ
て
気
の
毒
ら
し
い
顔
を
す
る
人
、
ｌ
凡

て
是
等
の
人
の
心
の
奥
に
は
、
私
の
知
ら
な
い
、
又
自
分
達
さ
へ
気
の
付
か
な
い
い
継

続
中
の
も
の
が
い
く
ら
で
も
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
も
し
彼
等
の
胸
に
響

く
や
う
な
大
き
な
音
で
、
そ
れ
が
一
度
に
破
裂
し
た
ら
、
彼
等
は
果
し
て
何
う
思
ふ
だ

の
こ
の
直
接
的
部
分
を
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
そ
の
光
で
照
ら
し
出
す
。
こ
う
し
て
不
確

定
な
未
来
を
確
定
す
る
こ
と
に
ひ
た
す
ら
専
念
し
て
い
る
意
識
は
過
去
へ
い
っ
そ
う
遡

っ
た
私
た
ち
の
状
態
で
も
、
私
た
ち
の
現
在
の
状
態
す
な
わ
ち
直
接
的
過
去
と
有
益
な

結
合
を
と
げ
る
部
分
に
は
、
そ
の
光
を
い
く
ら
か
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

他
の
部
分
は
依
然
と
し
て
暗
が
り
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
行
動
の
法
則
で
あ
る
生
の
基

本
的
法
則
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
も
位
置
す
る
の
は
、
私
た
ち
の
歴
史
の
こ
の
照
ら
さ
れ

た
部
分
の
中
で
あ
る
。
闇
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
記
憶
の
こ
と
を
考
え
る
と

き
、
私
た
ち
が
感
ず
る
困
難
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
完
全
な

保
存
を
み
と
め
る
こ
と
に
私
た
ち
が
反
発
す
る
の
は
、
私
た
ち
の
精
神
生
活
の
方
向
そ

の
も
の
に
由
来
す
る
わ
け
で
、
精
神
生
活
は
諸
状
態
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
展
開
な
の
で
あ

り
、
そ
こ
で
私
た
ち
が
熱
心
に
見
つ
め
る
の
は
、
現
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
完
全
に
展
開
を
終
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
（
「
物
質
と
記
憶
」
狸
）

「
人
間
の
運
命
は
中
々
片
付
か
な
い
も
ん
だ
な
」
（
『
道
草
」
八
十
二
）

秋
山
氏
は
こ
の
「
継
続
中
」
の
も
の
と
「
爆
裂
弾
」
を
結
び
つ
け
て
、
弓
道
草
」
は
、
普

段
「
他
も
知
ら
ず
自
分
も
知
ら
な
い
の
で
、
仕
合
せ
」
で
い
る
「
継
続
中
」
の
「
爆
裂
弾
」

を
、
敢
て
掘
り
起
し
て
意
識
化
し
、
破
裂
さ
せ
る
べ
く
構
想
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
」
と
す

る
の
で
す
が
、
は
た
し
て
「
破
裂
」
ま
で
が
可
能
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
病
原
ら
し
き
も
の

を
過
去
に
探
索
し
、
そ
れ
を
「
破
裂
」
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
。
氏
が
そ
う
考
え
る
の
も
、
『
道

草
」
が
、
「
執
筆
の
現
在
（
大
正
四
年
）
か
ら
、
過
去
（
帰
国
後
の
一
時
期
）
の
「
事
実
」
の

検
証
が
図
ら
れ
た
作
品
」
だ
と
仮
定
し
て
い
る
か
ら
で
す
が
、
こ
れ
は
終
わ
り
Ⅱ
目
的
か
ら

見
た
発
想
で
す
。

「
破
裂
」
は
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肝
心
の
「
継
続
中
」
の
も
の
が
、
そ
れ
で
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
「
継
続
中
」
の
も
の
は
現
在
に
至
っ
て
も
「
中
々
片
付
か
な
い
」

も
の
で
あ
り
、
そ
う
簡
単
に
は
終
わ
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は

「
継
続
中
」
の
も
の
が
、
何
よ
り
「
夢
の
間
に
製
造
し
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま

り
、
簡
単
に
は
「
意
識
化
」
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。
「
硝
子
戸
の
中
」
の
「
私
」
も
い

っ
て
い
た
、
「
私
の
身
体
は
乱
世
で
す
。
い
つ
ど
ん
な
変
が
起
ら
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
」

（
三
十
）
と
い
う
覚
悟
こ
そ
が
、
「
継
続
中
」
の
も
の
を
今
も
抱
え
て
つ
つ
生
き
て
い
る
現
在

の
作
家
自
身
の
偽
り
の
な
い
認
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
、
と
い
う
問
題
に
出
会
い
ま
す
。
そ
こ
で
記
憶
と
小
説
と
の
違
い
も
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

健
三
が
過
去
を
思
い
出
す
の
は
、
健
三
の
現
在
に
と
っ
て
「
有
用
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
し
、

あ
る
事
柄
が
思
い
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
そ
の
事
柄
が
彼
の
現
在
に
と

っ
て
の
「
有
用
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
す
が
、
作
家
が
小
説
を
書
く
に
あ
た
っ

て
は
、
も
う
少
し
込
み
入
っ
た
事
情
が
あ
り
そ
う
で
す
。
作
家
は
自
分
の
過
去
の
記
憶
を
蘇

ら
せ
る
だ
け
で
は
、
彼
の
現
在
に
と
っ
て
「
有
用
」
な
も
の
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。
す
な

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
容
易
に
「
意
識
化
」
で
き
な
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
表
現
す
る

ら
う
。
彼
等
の
記
憶
は
其
時
最
早
彼
等
に
向
っ
て
何
物
を
も
語
ら
な
い
だ
ら
う
。
過
去

の
自
覚
は
と
く
に
消
え
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
今
と
昔
と
又
其
昔
の
間
に
何
等
の

因
果
を
認
め
る
事
の
出
来
な
い
彼
等
は
、
さ
う
い
ふ
結
果
に
陥
っ
た
時
、
何
と
自
分
を

解
釈
し
て
見
る
気
だ
ら
う
。
所
詮
我
々
は
自
分
で
夢
の
間
に
製
造
し
た
爆
裂
弾
を
、
思

ひ
思
ひ
に
抱
き
な
が
ら
、
一
人
残
ら
ず
、
死
と
い
ふ
遠
い
所
へ
、
談
笑
し
つ
、
歩
い
て

行
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
唯
ど
ん
な
も
の
を
抱
い
て
ゐ
る
の
か
、
他
も
知
ら
ず
自
分

も
知
ら
な
い
の
で
、
仕
合
せ
な
ん
だ
ら
う
。
（
「
硝
子
戸
の
中
」
三
十
）
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金
子
明
雄
は
『
道
草
』
の
テ
ク
ス
ト
に
一
人
称
回
想
体
的
な
要
素
が
潜
在
し
、
そ
れ
を
想

定
す
る
読
み
に
よ
っ
て
読
解
可
能
と
な
る
部
分
が
多
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で

も
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
『
道
草
」
を
読
も
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
人
称
回
想

小
説
と
し
て
の
読
解
で
は
包
み
き
れ
な
い
言
説
の
最
大
の
も
の
と
し
て
、
健
三
の
記
憶
を
あ

げ
て
い
ま
す
。
金
子
氏
は
、
健
三
の
現
在
の
行
為
と
し
て
の
記
憶
が
「
テ
ク
ス
ト
の
自
叙
伝

的
構
成
を
支
え
る
均
質
的
時
間
と
は
異
質
な
」
時
間
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、
「
彼
の
固

有
の
存
在
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
」
の
だ
と
指
摘
す
る
の
で
す
嘘
。

要
す
る
に
、
語
り
手
と
健
三
が
因
果
論
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
し
た
が
っ
て

語
り
手
の
「
語
り
」
と
健
三
の
「
存
在
」
が
切
断
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
健
三
の
記
憶
は
語

り
手
に
引
き
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
私
が
注
意
し
た
い

「
道
草
」
の
語
り
手
は
、
主
人
公
健
三
の
時
間
的
な
延
長
線
上
に
想
定
さ
れ
る
存
在
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
道
草
」
を
健
三
自
身
に
よ
る
一
人
称
回
想
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
こ

と
健
三
を
め
ぐ
る
記
述
に
か
ぎ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
問
題
が
な
い
の
で
す
が
、
健
三
の
妻
お
住

ら
他
者
の
内
面
の
表
現
に
関
し
て
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
で
す
。

わ
ち
作
家
は
記
憶
を
並
べ
る
だ
け
で
は
小
説
を
構
成
し
得
ず
、
彼
の
現
在
に
と
っ
て
「
有
用
」

な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
「
過
去
の
自
己
」
を
選
択
し
組
み
立
て
直
す
の
で
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
過
去
を
思
い
出
す
だ
け
で
は
「
意
識
化
」
で
き
な
い
も
の
を
形
に
し
よ
う

と
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

語
り
手
の
「
語
り
」
と
健
三
の
「
存
在
」
が
切
断
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
姪

り
手
に
引
き
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
雪

の
は
、
そ
の
論
証
の
過
程
で
氏
も
ふ
れ
て
い
る
時
間
構
造
の
二
層
化
で
す
。

其
時
細
君
は
別
に
嬉
し
い
顔
も
し
な
か
っ
た
。
然
し
若
し
夫
が
優
し
い
言
葉
に
添
へ
て
、

そ
れ
を
渡
し
て
呉
れ
た
な
ら
、
屹
度
嬉
し
い
顔
を
す
る
事
が
出
来
た
ら
う
に
と
思
っ
た
。

健
三
は
又
若
し
細
君
が
嬉
し
さ
う
に
そ
れ
を
受
取
っ
て
く
れ
た
ら
優
し
い
言
葉
も
掛
け

ら
れ
た
ら
う
に
と
考
へ
た
。
（
「
道
草
」
二
十
二

何
し
ろ
彼
女
は
又
突
然
健
三
の
眼
か
ら
消
え
て
失
く
な
っ
た
。
そ
う
し
て
彼
は
何
時
の

間
に
か
彼
の
実
家
へ
引
き
取
ら
れ
て
ゐ
た
。
／
「
考
へ
る
と
丸
で
他
の
身
の
上
の
や
う

四

こ
れ
を
語
り
手
の
側
か
ら
い
う
と
、
語
る
時
間
の
流
れ
を
二
層
化
す
る
こ
と
で
、
健
三
の

時
間
Ⅱ
記
憶
を
相
対
化
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
そ
の
現
実
性
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
て
『
道
草
」
は
多
層
的
な
時
間
を
含
む
世
界
の
存
在
を
予
感
さ
せ
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
「
明
暗
」
に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
も
の
の
、
語
り
手
に
よ
る
自
在

な
視
点
の
移
動
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
不
自
然
な
も
の
と
は
思
え
な
く
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
こ
う
し
た
語
り
手
を
通
じ
た
小
説
的
操
作
は
ま
た
、
読
者
に
健
三
と
彼
を
囲
む
世
界

を
構
築
す
る
作
者
の
側
で
生
き
ら
れ
て
い
る
時
間
を
想
定
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
も
、
語
り
手
の
「
語
り
」
と
健
三
の
「
存
在
」
と
が
因
果
論

的
に
切
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
一
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
読
解
と
は
異
な
る
解
釈

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

健
三
の
回
想
に
続
い
て
、
「
其
時
」
と
ま
る
で
お
住
自
身
が
健
三
の
回
想
の
世
界
を
覗
い

て
で
も
い
た
か
の
よ
う
に
言
葉
を
継
ぐ
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
金
子
氏
は
「
夫
婦
の
会
話
の

一
部
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
合
理
的
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。

だ
。
自
分
の
事
と
は
思
へ
な
い
」
／
健
三
の
記
憶
に
上
せ
た
事
相
は
余
り
に
今
の
彼
と

懸
隔
し
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
他
人
の
生
活
に
似
た
自
分
の
昔
を
思
い
浮
か
べ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
／
「
お
常
さ
ん
て
人
は
其
時
に
あ
の
波
多
野
と
か
云
ふ
宅
へ
又

御
嫁
に
行
っ
た
ん
で
せ
う
か
」
（
「
道
草
」
四
十
四
）

語
ら
れ
る
現
在
の
時
間
の
流
れ
が
二
層
に
な
っ
て
、
そ
の
う
ち
健
三
の
記
憶
が
テ
ク
ス
ト

の
前
景
に
あ
ら
わ
れ
、
夫
婦
の
会
話
が
後
景
に
退
い
た
の
で
あ
る
。
健
三
の
過
去
を
め
ぐ

る
語
り
は
、
彼
の
回
想
の
内
容
と
時
間
的
持
続
を
代
理
す
る
だ
け
で
な
く
、
夫
婦
の
会
話

の
内
容
と
持
続
を
も
代
理
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
物
語
世
界
の
時
間
の
二
層
構
造

が
健
三
の
記
憶
を
め
ぐ
る
言
説
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
健
三
の
記
憶
は
、

そ
の
よ
う
な
特
殊
な
か
た
ち
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
⑬

「
何
と
云
っ
た
っ
て
女
に
は
技
巧
が
あ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
／
彼
は
深
く
斯
う

信
じ
て
ゐ
た
。
恰
も
自
分
自
身
は
凡
て
の
技
巧
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
の
人
で
あ
る
か

の
や
う
に
。
（
「
道
草
」
八
十
三
）
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ベ
ル
グ
ソ
ン
が
自
由
を
論
じ
た
の
は
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の

試
論
」
に
お
い
て
で
す
。
以
下
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
の
内
容
に
関
し
て
は
再
び
澤
潟
久
敬

『
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
の
解
説
に
依
拠
し
つ
つ
進
め
ま
す
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
、
こ

の
書
物
を
外
国
語
に
翻
訳
す
る
と
き
に
は
「
時
間
と
自
由
」
と
い
う
表
題
に
す
る
の
が
よ
い

と
し
た
く
ら
い
で
、
そ
れ
ほ
ど
彼
の
哲
学
に
あ
っ
て
は
時
間
は
自
由
の
上
に
成
り
立
つ
も
の

で
あ
り
、
自
由
は
時
間
の
姿
な
の
で
し
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
時
間
と
は
純
粋
持
続
で
あ

り
、
そ
れ
は
自
己
を
創
造
し
続
け
る
純
粋
自
我
に
お
い
て
感
得
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。

相
原
和
邦
は
こ
う
し
た
表
現
を
「
反
措
定
叙
法
」
と
名
づ
け
、
そ
れ
が
「
健
三
に
集
中
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
、
「
イ
ン
テ
リ
と
し
て
の
健
三
を
庶
民
の
側
に
引
き
下
ろ
す
働

き
を
し
て
い
る
」
こ
と
、
そ
の
批
判
が
「
展
開
の
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
で
は
な
く
、
健
三

を
行
き
場
の
な
い
袋
小
路
に
追
い
や
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
蛎
。

た
し
か
に
秋
山
氏
も
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
は
絶
対
的
な
視
点
に
立
っ
て
「
己
れ
の
我
執
の

実
態
や
不
明
に
気
付
か
ず
に
い
る
健
三
を
容
赦
な
く
暴
き
な
が
ら
、
し
か
し
こ
れ
を
矯
正
し

よ
う
と
は
せ
ず
、
愚
昧
な
ま
ま
に
放
置
」
鱒
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
語
り
手
が
健
三
の
未
来
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
語
り
手
を
健
三
の
延
長
線
上
に
想
定
す
る
読
者
が
要
請
す
る
読
み
方
の
ひ
と
つ
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
語
り
手
の
視
点
が
作
者
の
現
在
に
対
し
て
有
効

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
表
現
の
「
展
開
の
可
能
性
」
を
い
う
な

ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
作
者
自
身
の
現
在
の
側
に
向
け
て
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
行
き
場
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
健
三
で
は
な
く
、
作
者
自
身
だ
か
ら
で

す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
自
由
に
か
か
わ
る
問
題
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

時
間
が
持
続
で
あ
る
こ
と
は
、
自
ら
時
間
を
生
き
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
流
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
流
れ
る
こ
と
、
自
ら
自
己
を
生
み
出
す
こ
と
、

つ
ま
り
自
己
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
は
す
で
に
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
離
れ
て
、

現
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
る
も
の
で
は
な
く
作

る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
た
だ
作
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
作
る
自
分
を
見
る
も
の
で

五

純
粋
自
我
と
は
、
世
間
的
な
外
的
自
我
を
離
れ
て
、
自
我
が
主
体
的
な
内
的
自
我
に
還
っ

た
も
の
を
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
自
我
は
、
法
律
や
慣
習
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
受
動

的
自
我
で
は
な
く
、
自
ら
生
き
る
能
動
的
な
自
我
で
す
。
自
己
を
堅
持
し
、
毅
然
と
し
て
生

き
る
人
格
的
自
我
に
お
い
て
こ
そ
自
由
が
成
立
し
ま
す
。
そ
の
自
由
は
選
択
す
る
自
由
で
は

な
く
、
窓
意
的
な
自
由
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
ら
自
己
を
創
造
す
る
自
由
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
自
由
と
は
自
己
が
自
己
に
な
る
こ
と
な
の
で
す
。

十
九
世
紀
後
半
、
自
然
科
学
と
決
定
論
的
な
思
想
が
支
配
的
な
時
代
に
お
い
て
、
人
間
に

自
由
が
あ
る
か
否
か
が
重
大
な
哲
学
的
問
題
と
な
っ
た
と
き
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
時
間
と

自
由
」
に
お
い
て
、
「
人
間
に
自
由
が
あ
る
か
」
と
問
う
前
に
「
自
由
と
は
何
か
」
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
自
由
と
は
生
か
さ
れ
る
自
我
か
ら
生
き
る
自
我
に

戻
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
し
た
。

清
水
孝
純
は
「
道
草
」
に
お
け
る
迂
言
法
的
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
部
分
を
引
用
し
て
「
「
道
草
」
の
真
の
主
題
と
は
〈
時
間
〉
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
唱

あ
る
。
そ
こ
で
は
見
る
も
の
と
作
る
も
の
と
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
自
ら
創
造
し
な
が

ら
、
そ
の
自
分
を
涙
じ
曲
げ
て
自
分
を
見
る
の
が
直
観
で
あ
る
。
（
『
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ

ソ
ン
」
翌

要
す
る
に
、
自
由
と
は
自
己
が
自
己
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
を

決
定
す
る
こ
と
、
自
己
が
自
己
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
の
個

性
を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
言
葉
に
は
一
つ
の
誤
解
が
可

能
で
あ
り
、
そ
の
誤
解
は
除
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
人
の
人
間

が
自
分
の
個
性
を
発
揮
す
る
と
は
、
そ
の
人
Ａ
に
Ａ
と
い
う
個
性
が
あ
り
、
そ
の
Ａ
を

発
揮
す
る
こ
と
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
既
成
の

も
の
、
固
定
し
た
も
の
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
真
の
個
性
で
は
な
い
。
先
ず
Ａ
と
い

う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
引
き
出
し
、
あ
る
い
は
表
出
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
Ａ
は

自
ら
自
己
を
創
造
す
る
に
応
じ
て
、
自
己
の
個
性
を
Ａ
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。
自
己

の
個
性
と
は
何
か
と
問
う
こ
と
は
自
己
を
創
造
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
「
ア
ン

リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
灘
）
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「
〈
時
間
〉
と
い
う
絶
対
的
な
力
の
前
に
立
た
さ
れ
た
人
間
の
悲
惨
、
健
三
を
取
り
ま
く

人
々
を
見
る
健
三
の
光
学
は
、
そ
こ
に
像
を
結
ん
で
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
「
光
学
」
は
健
三
自
身
を
も
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て

い
る
「
光
学
」
は
健
三
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
語
り
手
の
「
光
学
」
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り

「
像
を
結
ん
で
い
る
」
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
語
り
手
の
視
座
か
ら
の
「
光
学
」
に
よ
る
も

の
だ
か
ら
で
す
。
時
間
が
「
絶
対
的
な
力
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
同
じ
こ
と
で
す
。

そ
も
そ
も
語
り
手
に
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
か
ら
は
自
由
な
存
在
な
の
で
す
。
そ
の

点
で
時
間
を
、
現
在
を
、
生
き
ざ
る
を
得
な
い
生
身
の
作
者
漱
石
と
は
ず
れ
が
あ
り
ま
す
。

読
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
仮
構
さ
れ
た
語
り
手
の
視
座
か
ら
、
語
り
手
に
だ
け
可
能
な
、
い

わ
ば
無
時
間
的
な
「
光
学
」
に
寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
う
見
え
る
わ
け
で
す
。

漱
石
的
な
分
裂
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
人
物
を
知
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は

書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
「
記
憶
に
関
す
る
新
説
」
（
「
道
草
」
四
十
五
）
に
照
応
す

る
部
分
の
す
ぐ
あ
と
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
こ
れ
ら
「
二
つ
の
極
限
状
態
」

彼
は
時
間
に
対
し
て
頗
る
正
確
な
男
で
あ
っ
た
。
一
面
に
於
て
愚
直
に
近
い
彼
の
性
格

は
、
一
面
に
於
て
却
っ
て
彼
を
神
経
的
に
し
た
。
彼
は
途
中
で
二
度
ほ
ど
時
計
を
出
し

て
見
た
。
実
際
今
の
彼
は
起
き
る
と
寝
る
迄
、
始
終
時
間
に
追
ひ
懸
け
ら
れ
て
ゐ
る
や

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
／
彼
は
ま
た
自
分
の
姉
と
兄
と
、
そ
れ
か
ら
島
田
の

事
も
一
所
に
纏
め
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
凡
て
が
頽
廃
の
影
で
あ
り
凋
落

の
色
で
あ
る
う
ち
に
、
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
け
ら
れ
た
自
分
を
も
併
せ
て
考
へ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
（
「
道
草
」
二
十
四
）

自
己
の
生
活
を
生
き
る
か
わ
り
に
夢
み
る
よ
う
な
人
間
存
在
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う

に
し
て
過
去
の
生
涯
の
数
限
り
な
い
詳
細
な
事
情
を
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
そ
の
視
界
か

ら
洩
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
反
対
に
、
こ
の
記
憶
力
を
、
全
所
産
と
と
も
に
斥
け

る
人
は
、
そ
の
生
活
を
真
に
表
象
す
る
か
わ
り
に
、
た
え
ず
演
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

彼
は
意
識
を
も
つ
自
動
人
形
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
刺
激
を
適
切
な
反
応
へ
と
受
け

つ
ぐ
有
用
な
習
慣
の
傾
向
に
従
う
だ
ろ
う
。
二
物
質
と
記
憶
」
⑩
）

は
む
し
ろ
「
例
外
的
な
場
合
」
で
あ
り
、
「
正
常
な
生
活
で
は
」
「
互
い
に
切
り
は
な
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
」
「
内
部
的
に
相
互
浸
透
し
つ
つ
」
「
本
来
の
純
粋
性
を
い
く
ぶ
ん
か
捨
て
去
る
」

と
続
け
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
「
過
去
」
と
「
現
在
」
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
過
去
」
の
す
べ
て
が
有
用
性
を
は
な
れ
て
「
現
在
」
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
人
物
と
「
過

去
」
が
有
用
性
そ
の
も
の
と
し
て
習
慣
化
さ
れ
た
「
現
在
」
を
生
き
て
い
る
人
物
と
の
対
比

で
す
。こ

の
観
点
か
ら
は
、
一
方
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
過
去
の
数
限
り
な
い
詳
細
な
事
情
」

か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
人
間
存
在
は
、
「
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
け
ら
れ
た
」
存
在
と
し

て
の
健
三
と
重
な
っ
て
見
え
て
き
ま
す
し
、
他
方
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
た
え
ず
演
じ
て

い
る
」
「
自
動
人
形
の
よ
う
な
」
存
在
は
、
「
始
終
時
間
に
追
ひ
懸
け
ら
れ
て
ゐ
る
」
存
在
と

し
て
の
健
三
と
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
主
人
公
健
三
の
中
に
そ
れ
ら
二
面

が
「
相
互
浸
透
」
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
に
も
そ
の
二
面
が
あ
る
、
と
い

う
よ
り
、
作
者
の
「
現
在
の
自
己
」
に
あ
る
そ
れ
ら
二
面
が
、
健
三
と
い
う
人
物
の
創
造
を

通
し
て
描
か
れ
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

健
三
は
自
身
の
二
様
の
過
去
を
現
在
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
物
が
生
き
る

世
界
を
構
築
し
つ
つ
、
作
家
は
当
然
自
分
が
「
自
動
人
形
」
的
で
な
い
時
間
を
、
そ
し
て
ま

た
「
夢
み
る
」
の
で
も
な
い
時
間
を
、
現
在
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚

で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
『
道
草
」
を
書
き
終
え
た
後
に
書
か
れ
た
「
点
頭

録
」
（
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
月
）
で
は
、
自
ら
の
過
去
が
「
無
に
等
し
い
」
過
去
と

「
刻
下
の
我
を
照
ら
し
つ
つ
あ
る
」
過
去
と
の
．
体
二
様
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
と

書
け
た
の
で
し
ょ
う
。

健
三
が
時
間
を
「
絶
対
的
な
力
」
と
看
取
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
漱
石
も
時
間
を
そ
の

よ
う
に
は
捉
え
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
語
り
手
と
違
い
実
際
の
時
間
を
生
き
る
漱
石
が
、

も
し
そ
ん
な
ふ
う
に
現
在
を
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
彼
に
自
伝
は
書
け
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
小
説
の
よ
う
な
も
の
は
書
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
道
草
」
は
漱
石
の
「
過
去
の
自
己
」
を
素
材
に
し
た
小
説
で
す
。
そ
こ
に
は
過
去
か
ら

現
在
ま
で
続
く
「
片
付
か
な
い
」
も
の
が
片
付
か
な
い
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
漱
石
は

記
録
の
つ
も
り
で
、
そ
の
変
わ
ら
な
い
過
去
を
、
消
え
な
い
過
去
と
し
て
、
残
そ
う
と
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
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こ
こ
に
は
、
す
で
に
／
い
ま
も
健
三
が
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
あ
と

す
ぐ
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
「
道
草
」
の
語
り
手
の
設
定
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
苦
悶
か

ら
解
脱
」
す
る
た
め
の
方
便
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
し
た
語
り
手
を
栫

え
た
作
者
自
身
は
「
解
脱
」
が
叶
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
「
幸
福
」
を
授
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
「
道
草
」
の
主
題
は
清
水
氏
の
い
う
「
〈
時
間
〉
と
い
う
絶
対
的
な
力
」
で
は
な
く
、

自
由
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
漱
石
は
自
由
を
考
え
よ
う
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
由

を
生
き
よ
う
と
し
て
「
道
草
」
を
書
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
自
身
の
過
去
を
素
材
に
し

な
が
ら
、
そ
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
自
伝
を
で
は
な
く
、
加
工
し
て
小
説
を
書
く
。
外

的
自
我
か
ら
内
的
自
我
へ
、
生
か
さ
れ
る
自
我
か
ら
生
き
る
自
我
へ
還
る
こ
と
、
そ
こ
に
な

ら
自
由
は
あ
り
得
る
。
そ
う
漱
石
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

記
憶
は
も
ち
ろ
ん
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
三
が
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
よ
う
に
、
漱
石
は

健
三
を
作
り
上
げ
る
の
で
す
。
漱
石
自
身
が
現
在
必
要
と
す
る
か
ら
そ
れ
は
創
ら
れ
る
。
「
道

草
」
を
書
く
こ
と
、
「
道
草
」
と
い
う
小
説
を
生
き
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
（
そ
れ

は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
葉
で
い
え
ば
〈
持
続
〉
の
う
ち
に
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
私
は
考
え

る
の
で
す
が
）
「
絶
対
的
な
力
」
と
し
て
の
時
間
と
は
別
の
時
間
、
す
な
わ
ち
自
由
が
あ
る
、

そ
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

そ
れ
で
私
は
と
も
す
る
と
事
実
あ
る
の
だ
か
、
又
な
い
の
だ
か
解
ら
な
い
、
極
め
て
あ

や
ふ
や
な
自
分
の
直
覚
と
い
ふ
も
の
を
主
位
に
置
い
て
、
他
を
判
断
し
た
く
な
る
。
さ

う
し
て
私
の
直
覚
が
果
し
て
当
っ
た
か
当
ら
な
い
か
、
要
す
る
に
客
観
的
事
実
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
確
め
る
機
会
を
有
た
な
い
事
が
多
い
。
其
所
に
ま
た
私
の
疑
ひ
が
始
終
蕊

の
や
う
に
か
、
っ
て
、
私
の
心
を
苦
し
め
て
ゐ
る
。
／
も
し
世
の
中
に
全
知
全
能
の
神

が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
神
の
前
に
鮠
づ
い
て
、
私
に
毫
髪
の
疑
を
挟
む
余
地
も
な

い
程
明
ら
か
な
直
覚
を
与
へ
て
、
私
を
此
苦
悶
か
ら
解
脱
せ
し
め
ん
事
を
祈
る
。
で
な

け
れ
ば
、
こ
の
不
明
な
私
の
前
に
出
て
来
る
凡
て
の
人
を
、
玲
瀧
透
徹
な
正
直
も
の
に

変
化
し
て
、
私
と
其
人
と
の
魂
が
ぴ
た
り
と
合
ふ
や
う
な
幸
福
を
授
け
給
は
ん
事
を
祈

る
。
今
の
私
は
馬
鹿
で
人
に
輻
さ
れ
る
か
、
あ
る
或
は
疑
ひ
深
く
て
人
を
容
れ
る
事
が

出
来
な
い
か
、
此
両
方
だ
け
し
か
な
い
様
な
気
が
す
る
。
不
安
で
、
不
透
明
で
、
不
愉

快
に
充
ち
て
ゐ
る
。
も
し
そ
れ
が
生
涯
つ
ず
く
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
は
ど
ん
な
に

不
幸
な
も
の
だ
ら
う
。
（
「
硝
子
戸
の
中
」
三
十
三
）

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
無
垢
な
る
も
の
の
行
方
（
一
）
」
、
「
同
（
こ
こ
（
奈
良
工

業
高
等
専
門
学
校
紀
要
第
三
十
八
号
、
二
○
○
三
・
三
、
同
三
十
九
号
、
二
○
○
四
・
三
）

で
取
り
上
げ
て
問
題
に
し
て
い
ま
す
。

②
大
岡
昇
平
「
「
自
伝
」
の
効
用
ｌ
「
道
草
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
小
説
家
夏
目
漱
互
一

九
八
八
・
五
、
筑
摩
書
房
、
忌
駅
．
急
哩

③
大
岡
昇
平
（
注
②
に
同
じ
、
巳
君
ゞ
＄
聖

④
丸
尾
実
子
「
民
法
制
定
下
の
「
道
草
」
」
（
「
漱
石
研
究
」
第
九
号
、
一
九
九
七
、
翰
林

書
房
）

秋
山
公
男
弓
道
草
」
ｌ
構
想
と
方
法
」
（
「
文
学
」
第
五
十
巻
四
号
、
一
九
八
二
・
四
）

大
岡
昇
平
（
注
②
前
掲
書
、
昆
縄
）

玉
井
敬
之
「
漱
石
と
『
家
」
」
（
「
漱
石
研
究
」
第
九
号
、
一
九
九
七
、
翰
林
書
房
）

右
に
あ
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
お
い
て
、
丸
尾
氏
は
健
三
の
時
間
と
し
て
「
明
治
三
五

年
初
頭
に
外
国
か
ら
帰
国
し
た
健
三
の
、
四
月
頃
か
ら
翌
明
治
三
六
年
一
月
半
ば
ま
で
の

約
九
カ
月
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
漱
石
の
時
間
と
し
て
は
、
秋
山
氏
は
「
明

治
三
六
～
三
八
年
時
」
、
大
岡
氏
は
「
明
治
三
六
～
三
九
年
の
四
年
間
が
約
一
年
足
ら
ず

の
間
に
圧
縮
さ
れ
て
」
い
る
と
し
、
玉
井
氏
は
「
明
治
三
五
年
～
明
治
四
二
年
ま
で
」
と

し
て
い
る
。

⑤
秋
山
公
男
（
注
④
に
同
じ
）

⑥
秋
山
公
男
（
注
④
に
同
じ
）

⑦
い
ず
れ
も
一
九
一
○
、
一
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
英
訳
本
で
、
『
。
『
図
二
房

⑦
ｇ
一
昌
呂
（
創
造
的
進
化
二
、
戸
自
警
房
（
笑
い
二
（
傍
線
有
り
）
、
可
目
①
目
葺
『
用

言
室
（
時
間
と
自
由
墓
（
書
き
込
み
・
傍
線
と
も
に
有
り
）
の
三
冊
。

③
澤
潟
久
敬
「
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
（
中
公
文
庫
、
一
九
八
七
・
六
）

以
上
、
「
道
草
」
が
「
何
故
」
書
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
創
作
意
図
が
作
家
の
過

去
の
検
証
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
現
在
を
生
き
る
た
め
に
こ
そ
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

見
て
き
ま
し
た
。
続
い
て
「
如
何
に
し
て
」
作
家
が
そ
の
現
在
の
自
己
を
確
認
し
創
造
し
て

い
く
の
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
こ
の
稿
（
二
）
に
続
く
）
。

注
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⑳
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
（
注
⑫
前
掲
書
、
第
三
章
、
已
邑

⑮
相
原
和
邦
弓
道
草
」
「
明

て
ｌ
」
第
三
部
〈
二
〉
二
、
函

⑯
秋
山
公
男
（
注
④
に
同
じ
）

⑰
澤
涛
久
敬
（
注
③
前
掲
書
、

⑱
澤
漕
久
敬
（
注
③
前
掲
書
、

⑲
清
水
孝
純
「
方
法
と
し
て

⑭
金
子
明
雄
（
注
⑬
に
同
じ
）

⑮
相
原
和
邦
弓
道
草
」
『
明
暗
』
の
相
違
面
」
（
『
漱
石
文
学
の
研
究
ｌ
表
現
を
軸
と
し

て
ｌ
」
第
三
部
〈
二
〉
二
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
・
二
、
忌
韻
）

⑬
金
子
明
雄
「
三
人
称
回
想
小
説
と
し
て
の
「
道
草
と
弓
漱
石
研
究
」
第
４
号
、
一
九

⑨
澤
潟
久
敬
（
注
③
前
掲
書
、
第
二
部
５
人
間
、
巳
豊

⑩
澤
潟
久
敬
（
注
⑧
前
掲
書
、
第
二
部
５
人
間
、
已
呈

⑪
漱
石
全
集
（
第
六
巻
「
注
解
」
に
お
け
る
引
用
、
岩
垂

⑫
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
」
田
島
節
夫
罰

三
章
、
白
水
社
、
一
九
六
五
・
八
、
己
弓
ｅ

九
五
、

五
・
八
）

澤
涛
久
敬
（
注
③
前
掲
書
、
第
二
部
４
直
観
、
已
豊

澤
漕
久
敬
（
注
③
前
掲
書
、
第
二
部
５
人
間
、
已
認
）

清
水
孝
純
「
方
法
と
し
て
の
迂
言
法
ｌ
『
道
草
」
岸

翰
林
書
房
）

第
二
部
５
人
間
、
已
霞
）

」
に
お
け
る
引
用
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
・
五
）

質
と
記
憶
」
田
島
節
夫
訳
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
第
二
巻
第

序
説
ｌ
」

（
「
文
学
論
輯
」
一
九
八
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