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経
験
の
技
法

ｌ
夏
目
漱
石
『
道
草
』
を
読
む
Ｉ

（
一
一
）TheArtofExperiencein

NatsumeSoseki'sMichik"sa(n)

MitsuhiroTAKEDA

武
田
充
啓

す
る
こ
と
に
な
る
小
説
で
す
。
た
と
え
ば
「
彼
岸
過
迄
」
は
三
人
称
の
語
り
で
始
ま
り
終
わ

る
の
で
す
が
、
途
中
に
複
数
の
話
者
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
や
長
い
手
紙
が
挟
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
あ
と
に
書
か
か
れ
た
「
行
人
」
も
「
こ
、
ろ
」
も
、
登
場
人
物
の
一
人
が
報
告
す

る
一
人
称
の
語
り
を
別
の
人
物
の
手
紙
（
一
人
称
の
語
り
）
が
引
き
継
ぐ
形
の
作
品
に
な
り

ま
し
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
「
門
」
以
来
、
漱
石
が
し
ば
ら
く
ぶ
り
で
試
み
た
三
人
称
長

編
小
説
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

漱
石
は
最
初
の
長
編
と
い
っ
て
よ
い
「
虞
美
人
草
」
で
、
そ
の
長
さ
を
成
立
さ
せ
る
た
め

に
か
な
り
の
苦
労
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
彼
は
写
生
文
的
な
短
編
し
か
書
い
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
周
知
の
と
お
り
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
、
最
初
は
短
編
で
あ
っ
た
も
の
が
た

ま
た
ま
好
評
だ
っ
た
こ
と
か
ら
連
載
が
延
び
、
結
果
的
に
分
量
が
ふ
え
た
小
説
で
あ
り
、
長

編
と
し
て
の
結
構
が
あ
り
ま
せ
ん
。
漱
石
に
は
初
め
て
の
新
聞
連
載
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

「
虞
美
人
草
」
は
、
た
と
え
ば
武
田
信
明
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
勧
善
懲
悪
的
な
物
語

の
枠
組
を
借
り
、
モ
チ
ー
フ
を
反
復
的
に
描
く
こ
と
で
つ
な
ぎ
を
固
め
、
何
よ
り
話
者
が

「
此
作
者
は
」
と
一
人
称
的
に
作
品
に
介
入
し
、
そ
の
主
観
や
判
断
を
露
わ
に
し
て
ま
で
作

品
を
統
御
し
よ
う
と
す
る
作
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
《
過
剰
な
ま
で
に
構
築
的
な
作

品
》
①
な
の
で
す
。

で
は
「
道
草
」
と
い
う
小
説
の
構
築
性
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
作
品
は
作

家
自
身
の
過
去
が
素
材
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
日
常
生
活
に
は
取
り
立
て
て
ド
ラ
マ
テ

ィ
ッ
ク
な
展
開
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
物
語
の
枠
組
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
、
借
物
の
様
式

で
窮
屈
に
縛
り
あ
げ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
で
は
写
生

文
を
適
当
に
つ
な
い
で
成
っ
た
文
章
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
『
道
草
』
の
言
葉
は
間

違
い
な
く
構
築
へ
の
意
志
を
も
っ
て
人
工
的
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
『
道
草
』
で
反
復
さ
れ
る
の
は
主
人
公
健
三
の
回
想
（
過
去
の
記
憶
）
で
あ

り
、
ま
た
手
紙
や
書
付
・
証
文
と
い
っ
た
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
過
去

の
あ
れ
こ
れ
が
媒
介
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
登
場
人
物
た
ち
に
媒
介
さ
れ
つ
つ
、
そ
う

し
た
過
去
と
つ
な
が
る
よ
う
で
つ
な
が
ら
な
い
健
三
の
現
在
（
彼
が
い
ま
こ
こ
に
、
こ
う
し

て
在
る
こ
と
の
必
然
性
と
偶
然
性
）
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
の
ち
に
詳
し
く
見

「
道
草
』
は
一
人
の
話
者
が
誰
と
も
交
代
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
役
割
を
最
後
ま
で
全
う

六
（
承
前
）

-1-
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『
道
草
」
は
、
健
三
が
す
で
に
「
縁
を
切
っ
た
」
は
ず
の
、
か
つ
て
の
養
父
島
田
と
出
会

う
場
面
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
十
数
年
の
隔
た
り
の
間
に
「
位
地
も
境
遇
も
」
「
丸
で
変
っ
て
」

し
ま
っ
た
健
三
に
と
っ
て
、
当
時
と
「
あ
ま
り
に
変
ら
な
さ
す
ぎ
」
る
島
田
は
「
異
な
気
分

ま
す
が
、
こ
の
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
へ
の
着
目
こ
そ
が
、
「
道
草
』
と
い
う
小
説
の
構
築
性

を
支
え
る
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
三
の
た
と
え
ば
不
安
や
孤
独
と
い
っ
た
も
の
で
さ
え
、
関
係
性
の
な
か
で
し
か
あ
り
え

な
い
こ
と
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
直
接
的
に
で
は
な
く
、
必
ず
媒
介
的
に
し
か
そ
れ
が

な
さ
れ
え
な
い
こ
と
。
そ
う
し
た
認
識
が
、
何
か
と
何
か
を
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
へ
の
注
意

を
怠
ら
な
い
作
者
の
、
そ
の
言
葉
を
操
作
し
文
章
を
組
織
し
て
い
く
遠
回
し
で
間
接
的
な
手

つ
き
と
と
も
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
道
草
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
そ
の

内
容
だ
け
で
な
く
、
文
章
が
構
築
さ
れ
て
い
く
そ
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
も
そ
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
道
草
』
を
読
む
と
き
に
構
築
性
の
問
題
と
絡
ん
で
重
要
に
な
る
の
が
、
語
り
手
の
位
置

ど
り
と
そ
の
解
釈
の
問
題
で
す
。
健
三
を
自
分
自
身
の
モ
デ
ル
と
見
な
し
う
る
存
在
と
し
て

の
語
り
手
が
、
時
間
的
に
十
分
距
離
を
置
い
た
地
点
か
ら
過
去
の
自
分
（
た
ち
）
を
振
り
返

っ
て
批
判
的
に
見
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
認
識
的
に
も
倫
理
的
に
も

は
る
か
な
高
み
に
い
る
作
者
の
理
想
と
す
る
存
在
が
、
登
場
人
物
た
ち
を
高
踏
的
に
眺
め
て

い
る
と
考
え
る
の
で
も
な
く
、
健
三
と
も
作
者
と
も
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
第

三
者
的
存
在
と
し
て
、
ま
さ
し
く
過
去
の
作
者
（
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
健
三
）
と
現
在
の
作

者
を
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
し
て
の
語
り
手
を
そ
こ
に
想
定
す
る
場
合
に
は
、
作
家
が
自
身

の
過
去
を
検
証
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
現
在
の
自
己
を
確
認
す
る
た
め
に
こ
そ
設
定
さ
れ

た
装
置
で
あ
る
こ
と
が
見
え
や
す
く
な
り
ま
す
。

「
道
草
』
が
、
作
家
自
身
の
過
去
を
素
材
に
し
て
い
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
説

の
意
図
（
「
何
故
書
か
れ
た
の
か
」
）
の
問
題
と
と
も
に
、
前
稿
「
経
験
の
技
法
二
と
で
す

で
に
論
じ
ま
し
た
の
で
、
本
稿
の
以
下
に
お
い
て
は
、
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
片
付
か
な
さ

の
問
題
、
語
り
手
と
語
り
の
装
置
（
作
者
の
現
在
に
お
け
る
自
己
確
認
）
の
問
題
の
二
つ
に

し
ぼ
っ
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
に

つ
い
て
叙
述
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

七
〈
媒
介
す
る
も
の
〉

な
か
だ
ら

を
与
へ
る
媒
介
」
と
な
る
の
で
す
が
（
二
、
当
初
、
名
前
を
与
え
ら
れ
ず
に
「
帽
子
を
被

ら
な
い
男
」
と
だ
け
紹
介
さ
れ
る
こ
の
男
は
、
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど

あ
り
や
し
な
い
」
（
百
二
）
と
い
う
健
三
の
言
葉
を
体
現
す
る
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
彼
の

な
か
耀
ち

生
活
に
介
入
し
、
「
彼
の
不
幸
な
過
去
を
遠
く
か
ら
呼
び
起
す
媒
介
」
（
三
と
な
り
、
ま
た

健
三
と
「
親
し
く
往
き
来
を
し
て
ゐ
な
か
っ
た
」
（
三
）
姉
や
兄
と
を
〈
媒
介
す
る
も
の
〉

と
し
て
、
そ
の
間
を
取
り
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
道
草
」
の
読
者
は
そ
の
冒
頭
か
ら
、
か
つ
て
の
養
母
御
常
の
「
封
書
」
（
二
）
や
「
痩
せ

た
」
姉
の
「
身
体
」
（
四
）
と
い
っ
た
種
々
の
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
、
主
人
公
の
非
直
接
的
で

迂
回
的
な
行
動
（
島
田
と
の
出
会
い
を
妻
の
御
住
に
い
わ
な
い
、
姉
を
訪
ね
て
姉
に
話
を
切

り
出
せ
な
い
）
、
作
者
の
迂
言
的
表
現
（
「
帽
子
を
被
ら
な
い
男
」
「
長
い
手
紙
を
書
い
た
女
」
）

等
々
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
章
で
は
「
養
子
」
と
「
金
銭
」
を
中
心

に
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
そ
れ
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

山
下
悦
子
は
、
明
治
文
学
と
養
子
制
度
を
論
じ
た
文
章
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
簡
単
に
「
離
縁
」
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
健
三
の
姉
と

比
田
の
夫
婦
に
も
「
彦
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
「
養
子
」
が
い
ま
す
。
実
子
の
「
作
太
郎
」

は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
死
ん
で
い
て
、
そ
の
「
名
前
さ
へ
忘
れ
て
」
（
六
十
八
）
し
ま
っ
て
い

る
健
三
と
姉
夫
婦
と
の
距
離
が
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
ま
す
。

家
を
継
ぐ
の
は
ひ
と
り
で
あ
る
か
ら
、
後
継
ぎ
以
外
の
男
子
は
、
女
が
嫁
に
行
く
の

と
同
様
、
他
家
へ
も
ら
わ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
男
子
は
し
っ
か
り
見
返
り
を
要
求
さ

れ
る
。
養
父
母
の
老
後
の
面
倒
を
見
る
と
か
、
家
督
を
相
続
し
て
さ
ら
に
財
を
増
や
す

と
か
、
決
め
ら
れ
た
娘
と
婚
姻
す
る
と
か
と
い
っ
た
よ
う
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
家
に

拘
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
な
し
え
な
い
場
合
は
、
容
赦
な
く
離
縁
さ
れ
た
。
②

田
も
姉
も
彼
を
育
て
た
時
の
事
を
思
へ
ぱ
、
今
更
そ
ん
な
賛
沢
の
云
へ
た
義
理
で
も
な

か
っ
た
。
彼
等
は
彦
ち
ゃ
ん
を
何
処
の
学
校
へ
も
入
れ
て
遣
ら
な
か
っ
た
。
僅
ば
か
り

で
も
彼
が
月
給
を
取
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
養
父
母
に
取
っ
て
寧
ろ
僥
倖
と
云
は
な

「
も
う
少
し
御
金
を
取
っ
て
呉
れ
る
と
好
い
ん
だ
け
ど
も
ね
」

無
論
彦
ち
ゃ
ん
は
養
父
母
を
楽
に
養
へ
る
丈
の
収
入
を
得
て
ゐ
な
か
っ
た
。
然
し
比

－2－
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こ
こ
に
あ
る
の
は
「
兄
が
死
ん
だ
あ
と
の
家
族
を
、
た
ず
活
計
の
方
面
か
ら
の
み
眺
め

る
」
（
六
十
六
）
の
と
同
様
の
ク
ー
ル
で
ド
ラ
イ
な
健
三
の
眼
差
し
で
す
。
語
り
手
は
「
彼

、
、
、

は
そ
れ
を
残
酷
な
が
ら
自
然
の
眺
め
方
と
し
て
許
し
て
ゐ
た
」
（
同
）
と
書
い
て
い
ま
す
。

姉
夫
婦
は
「
養
子
と
経
済
を
別
々
に
し
な
が
ら
一
所
の
家
に
住
ん
で
」
（
六
十
）
い
て
、
自

分
た
ち
専
用
に
「
搗
い
た
餅
」
や
「
砂
糖
」
を
も
ち
、
「
客
に
出
す
御
馳
走
な
ど
も
屹
度
自

分
達
の
懐
中
か
ら
払
ふ
」
（
同
）
と
い
う
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
健
三
は
「
極
端
に

近
い
一
種
の
個
人
主
義
」
と
見
る
の
で
す
が
、
語
り
手
は
「
然
し
主
義
も
理
窟
も
有
た
な
い

負
恥
則
り
鱈
い

姉
に
は
ま
た
是
程
自
然
な
現
象
は
な
か
っ
た
」
（
同
）
と
、
「
姉
弟
の
気
風
の
相
違
」
（
六
十

く
ら
し

七
）
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
活
計
」
を
考
え
る
「
標
準
」
（
六
十
）
に
差
が
あ
る
こ
と
を
強
調

す
る
の
で
す
。

山
下
氏
は
《
養
子
に
出
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
、
よ
く
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
出
さ
れ
た
本
人
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
心
に
傷
を
負
う
筈
で
あ
る
〉
と
書
い
て
い
ま

す
。
論
点
を
離
れ
た
「
心
の
傷
」
の
具
体
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
言
及
は
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
健
三
が
「
家
族
を
、
た
だ
活
計
の
方
面
か
ら
の
み
眺
め
る
」
態
度
な
ど

は
、
実
家
と
養
家
と
の
間
で
「
寧
ろ
物
品
」
（
九
十
一
）
と
し
て
や
り
と
り
さ
れ
た
彼
自
身

の
「
心
の
傷
」
の
、
そ
の
効
果
の
現
れ
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
「
養
子
」
と
い
う
存
在
・

制
度
は
婚
姻
の
成
立
を
、
あ
る
い
は
家
の
存
続
を
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
し
て
ご
く
当
た
り

前
に
利
用
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
「
心
の
傷
」
と
い
う
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
く
媒
介
す
る
も
の
〉
と
し
て
の
、
そ
の
〈
媒
介
〉
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
く
媒
介
主

も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
「
道
草
」
の
作
者
が
養
子
に
出
さ
れ
た
経
験
を
も
つ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
漱
石
は
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
、
二
十
二
歳
の
時
に
正
式
に
養
家
先
と
離

縁
し
夏
目
家
に
復
籍
し
ま
し
た
が
、
そ
の
前
年
に
夏
目
家
で
は
す
で
に
家
督
を
相
続
し
て
い

た
長
男
大
助
と
次
男
直
則
が
肺
結
核
の
た
め
に
相
次
い
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
次
兄

直
則
が
残
し
た
「
銀
側
時
計
」
の
話
が
、
健
三
の
「
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
」
感
情
を
示
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
『
道
草
」
に
出
て
く
る
（
百
）
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
あ
と
で
ふ
れ
ま
す
。

さ
て
、
一
人
残
っ
た
兄
と
並
ん
で
、
夏
目
金
之
助
は
急
速
家
督
相
続
候
補
者
の
ひ
と
り
と

な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
復
籍
の
際
に
実
父
直
克
は
養
父
塩
原
昌
之
助
と
の
間
に
一
種
の
公

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
健
三
は
姉
の
不
平
に
対
し
て
眼
に
見
え
る
ほ
ど
の
注
意
を
払

ひ
か
れ
た
。
（
六
十
八
）

マ
マ

正
証
書
を
交
換
し
、
金
之
助
は
昌
之
助
宛
に
「
今
般
私
義
貴
家
御
離
縁
相
成
因
て
養
育
料
と

し
て
金
威
百
四
拾
回
実
父
よ
り
御
受
取
之
上
私
本
姓
に
復
し
申
候
就
て
は
互
に
不
実
不
人

情
に
相
成
ら
ざ
る
様
致
度
存
候
也
」
と
の
．
札
を
入
れ
」
て
い
ま
す
③
。
こ
の
こ
と
は

「
道
草
」
に
は
次
の
よ
う
な
形
で
出
て
き
ま
す
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
に
媒
介
さ
れ
て
結
ば
れ
た
者
同
士
が
．
切
の
関
係

を
断
つ
」
（
百
三
た
め
に
は
、
ま
た
そ
の
間
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
「
も
う
一
枚
の
書
付
」
だ

け
で
な
く
、
相
応
の
「
金
銭
」
ま
で
必
要
と
す
る
の
で
す
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
「
関
係
を
断

つ
」
手
段
と
な
る
は
ず
の
そ
れ
ら
が
ま
た
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
な
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
本

当
の
意
味
で
「
片
付
く
」
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
の
で
す
。
〈
媒
介

す
る
も
の
〉
が
ま
た
別
の
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
を
召
喚
し
て
し
ま
う
事
態
に
、
自
ら
加
担
す

る
こ
と
は
避
け
た
い
、
と
で
も
い
う
よ
う
に
健
三
は
霊
言
の
侭
」
堪
え
て
い
る
の
で
す
。

〈
媒
介
〉
の
あ
り
方
次
第
で
、
断
た
れ
る
は
ず
の
関
係
が
結
ば
れ
た
り
、
つ
な
が
る
は
ず

の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
が
機
能
す
る
場
面

で
、
健
三
が
感
情
的
に
な
る
場
合
を
確
か
め
な
が
ら
、
彼
が
何
に
苛
立
っ
て
い
る
の
か
を
考

え
て
み
ま
す
。

次
の
場
面
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
健
三
が
外
国
か
ら
帰
っ
て
来
た
時
」
に
、
姉
が

「
兄
の
口
を
借
り
て
」
「
小
遣
」
を
ね
だ
り
ま
す
。
対
し
て
健
三
も
「
兄
の
手
を
経
て
」
自
分

、
、
、
、

彼
は
無
言
の
侭
も
う
一
枚
の
書
付
を
開
い
て
、
其
所
に
自
分
が
復
籍
す
る
時
島
田
に

送
っ
た
文
言
を
見
出
し
た
。

「
私
儀
今
般
貴
家
御
離
縁
に
相
成
、
実
父
よ
り
養
育
料
差
出
侯
に
就
て
は
、
今
後
と

も
互
に
不
実
不
人
情
に
相
成
ざ
る
様
心
掛
度
と
存
候
」

ロ
ジ
ブ
ク

健
三
に
は
意
味
も
論
理
も
能
く
解
ら
な
か
っ
た
。

「
そ
れ
を
売
り
付
け
や
う
と
い
ふ
の
が
向
ふ
の
腹
さ
ね
」

「
つ
ま
り
百
円
で
買
っ
て
遣
っ
た
や
う
な
も
の
だ
ね
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

比
田
と
兄
は
又
話
し
合
っ
た
。
健
三
は
其
間
に
言
葉
を
挟
む
の
さ
へ
厭
だ
っ
た
。

（
百
二
）八

〈
媒
介
〉
の
あ
り
方

－3－



奈良工業高等専門学校研究紀要第41号(2005) 189

「
兄
の
口
」
や
「
兄
の
手
」
を
借
り
る
、
ま
た
「
手
紙
」
や
「
端
書
」
を
介
す
る
間
接
的

で
迂
回
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
が
、
注
意
し
た
い
の
は
健
三
の
場
合
、
こ
の
直
接

性
の
欠
如
（
怒
鳴
り
付
け
の
抑
制
）
が
、
つ
ま
り
は
間
接
性
（
一
枚
の
端
書
に
よ
る
代
替
行

為
）
が
、
人
と
結
び
つ
く
よ
う
に
で
は
な
く
、
人
か
ら
離
れ
て
「
温
か
い
人
間
の
血
を
枯
ら

し
に
行
く
」
（
三
）
よ
う
に
作
用
す
る
と
い
う
点
は
、
注
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

な
ぜ
健
三
は
姉
の
「
懸
念
」
が
「
何
の
役
に
も
立
た
な
」
い
と
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。
他

者
へ
の
気
遣
い
は
、
彼
女
の
「
無
教
育
」
（
七
〉
と
い
う
問
題
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
彼
自
身
が
「
甚
だ
実
用
に
遠
い
生
れ
付
」
（
九
十
三
の
人
間
で
す
。
そ
れ
に
こ

れ
は
健
三
自
身
の
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
妻
に
対
し
て
「
役
に
立
つ
ば

か
り
が
能
ぢ
や
な
い
」
（
同
）
と
説
教
ま
で
し
て
い
る
の
で
す
。

健
三
に
姉
の
「
親
切
」
を
御
住
に
「
取
り
次
ぐ
」
と
い
う
発
想
が
な
い
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
あ
る
い
は
実
際
に
や
り
と
り
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
か
ら
考
え
れ
ば
、
姉
の
「
懸

の
「
旨
を
通
知
」
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
「
す
る
と
姉
か
ら
手
紙
が
来
」
ま
す
。
そ
こ
に
は

自
分
が
月
々
も
ら
え
る
金
額
を
兄
に
は
内
緒
に
教
え
て
く
れ
と
書
い
て
あ
り
、
姉
は
「
中
取

次
を
す
る
役
」
の
「
兄
の
心
事
を
疑
ぐ
つ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
す
が
（
六
十
九
）
、
以
下
は

そ
の
と
き
の
健
三
の
反
応
で
す
。

健
三
は
馬
鹿
々
々
し
く
思
っ
た
。
腹
立
し
く
も
感
じ
た
。
し
か
し
何
よ
り
先
に
浅
間

し
か
っ
た
。
「
黙
っ
て
ゐ
ろ
」
と
怒
鳴
り
付
け
て
遣
り
た
く
な
っ
た
。
彼
の
姉
に
宛
て

、
、
、
、
、
、
、
、

た
返
事
は
、
一
枚
の
端
書
に
過
ぎ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
斯
う
し
た
彼
の
気
分
を
能
く

現
は
し
て
ゐ
た
。
姉
は
そ
れ
ぎ
り
何
と
も
云
っ
て
来
な
か
っ
た
。
無
筆
な
彼
女
は
最
初

ひ
と

の
手
紙
さ
へ
他
に
頼
ん
で
書
い
て
貰
っ
た
の
で
あ
る
。

此
出
来
事
が
健
三
に
対
す
る
姉
を
前
よ
り
は
一
層
遠
慮
が
ち
に
し
た
。
（
中
略
）

「
近
頃
御
住
さ
ん
は
何
う
だ
い
」

「
ま
あ
相
変
ら
ず
で
す
」

会
話
は
こ
の
位
で
切
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

、
、
、

間
接
に
細
君
の
病
気
を
知
っ
て
ゐ
る
姉
の
質
問
に
は
、
好
奇
心
以
外
に
、
親
切
か
ら

来
る
懸
念
も
大
分
交
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
そ
の
懸
念
は
健
三
に
取
っ
て
何
の
役
に
も
立

た
な
か
っ
た
。
従
っ
て
彼
女
の
眼
に
見
え
る
健
三
は
、
何
時
も
親
し
み
が
た
い
無
愛
想

な
変
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
（
六
十
九
）

兄
の
言
葉
（
気
持
ち
）
が
父
に
だ
け
直
接
的
に
届
け
ら
れ
て
、
弟
の
自
分
と
は
言
葉
（
気

持
ち
）
の
や
り
と
り
が
な
か
っ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、
そ
の
意
趣
返
し
と
し
て
健
三
の
感
情

（
あ
る
い
は
言
葉
）
が
、
し
か
し
直
接
兄
に
は
向
け
ら
れ
ず
に
、
む
し
ろ
間
接
的
な
形
で
義

姉
に
ぶ
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
健
三

は
「
噺
槐
の
眼
を
も
っ
て
」
（
同
）
回
顧
し
た
と
あ
っ
て
、
彼
は
自
己
の
非
を
認
め
て
い
る

念
」
の
よ
う
な
も
の
は
健
三
が
渡
す
「
小
遣
」
Ⅱ
「
金
銭
」
と
同
じ
よ
う
に
は
「
役
に
立
た

な
い
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
彼
は
、
本
来
比
べ
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
を
並
べ
て
、
同
じ
尺
度
で
量
っ
た
う
え
で
切
り
捨
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
明
ら
か
な
の
は
、
彼
が
自
ら
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
に
な
る
こ
と
を

拒
ん
で
い
る
こ
と
で
す
。

じ
つ
は
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
「
健
三
に
取
っ
て
」
と
い
う
語
り
手
自
身
の
考
え
が
ど
の

程
度
反
映
し
て
い
る
の
か
、
す
な
わ
ち
ど
ん
な
も
の
を
も
交
換
可
能
に
し
て
し
ま
う
貨
幣
的

尺
度
を
無
自
覚
に
内
面
化
し
て
い
る
の
は
健
三
か
語
り
手
か
と
い
う
問
題
な
の
で
す
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
語
り
手
の
盲
目
性
の
問
題
と
し
て
、
の
ち
に
（
本
校
最
終
章
に
お
い
て
）

別
の
例
で
も
っ
て
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
ま
す
。

し
か
し
ど
う
や
ら
健
三
の
情
緒
を
不
安
定
に
さ
せ
る
問
題
は
、
何
に
で
も
交
換
で
き
る

「
金
銭
」
と
い
う
特
別
な
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が

相
互
の
交
換
で
は
な
く
一
方
的
な
贈
与
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
形
式
、
す
な
わ
ち
〈
媒

介
〉
の
あ
り
方
の
ほ
う
に
こ
そ
あ
り
そ
う
な
の
で
す
。

借
り
た
も
の
は
返
す
。
そ
れ
は
ご
く
一
般
的
な
応
酬
の
あ
り
方
で
す
。
健
三
は
自
分
の

「
袴
」
を
兄
に
貸
し
ま
す
。
借
り
た
兄
は
そ
れ
を
返
し
に
来
ま
す
（
三
十
五
）
。
こ
の
循
環
的

交
換
的
な
貸
借
関
係
に
お
い
て
、
健
三
の
情
緒
に
不
安
定
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
こ
れ
が
一
方
向
的
な
流
れ
と
な
っ
た
り
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
る
は
ず
の
も
の
が
届
か
な

か
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
彼
は
ひ
ど
く
幼
児
的
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
の
で
す
。
た
と
え

ば
健
三
の
「
兄
は
最
初
の
妻
を
離
別
し
」
「
次
の
妻
に
死
な
れ
」
て
い
ま
す
（
三
十
六
）
。

三
度
目
の
妻
を
迎
へ
る
時
、
彼
は
自
分
か
ら
望
み
の
女
を
指
名
し
て
父
の
許
諾
を
求

め
た
。
然
し
弟
に
は
一
言
の
相
談
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
我
の
強
い
健
三
の
、
兄

に
対
す
る
不
平
が
、
罪
も
な
い
義
姉
の
方
に
迄
影
響
し
た
。
彼
は
教
育
も
身
分
も
な
い

人
を
自
分
の
姉
と
呼
ぶ
の
は
厭
だ
と
主
張
し
て
、
気
の
弱
い
兄
を
苦
し
め
た
。
（
三
十
六
）
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つ
ら
あ
て

こ
こ
で
も
大
切
な
の
は
、
「
親
身
の
兄
や
姉
」
の
行
為
を
自
分
へ
の
「
仕
打
」
「
面
中
」
と

受
け
取
り
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
い
わ
ば
復
讐
が
、
「
黙
っ
て
」
「
腹
の
中
で
」
「
愛
想
を
尽

か
す
」
と
い
う
一
種
の
間
接
性
で
も
っ
て
、
つ
ま
り
は
自
ら
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
な
る
こ

と
へ
の
拒
否
で
も
っ
て
、
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
ま
た
関
わ
り
を
も
た
な
い
こ
と

（
〈
媒
介
〉
し
な
い
こ
と
）
こ
そ
が
相
手
へ
の
「
一
番
非
道
い
刑
罰
」
だ
と
「
判
断
」
さ
れ
て

健
三
は
〈
媒
介
〉
が
誤
っ
た
方
向
に
、
し
か
も
一
方
向
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
苛
立

っ
て
い
な
が
ら
、
「
権
利
」
も
「
説
明
」
も
放
棄
し
て
ま
で
「
無
言
の
う
ち
に
」
踏
み
と
ど
ま

り
ま
す
。
し
か
し
な
ぜ
健
三
は
自
ら
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
な
っ
て
そ
こ
に
介
入
す
る
こ
と

を
倶
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
不
干
渉
と
い
う
か
た
ち
で
な
け
れ
ば
自
分
を
保
て
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
は
た
ん
に
健
三
の
「
我
」
の
強
さ
の
問
題
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
道
草
」
で
は
、
一
見
す
る
と
こ
う
し
た
問
題
は
、
「
生
れ
付
」
に
授
か
っ
た
も
の
か
、

幼
少
期
ま
で
に
「
親
」
や
「
周
囲
の
も
の
」
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
「
性
向
」
、
あ
る
い
は
「
学

問
の
力
で
殿
へ
上
げ
」
（
十
）
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
野
生
」
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

の
で
す
が
、
同
じ
健
三
が
ど
う
し
て
も
自
分
の
「
正
し
さ
」
を
引
っ
込
め
ら
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

か
た
く
な

「
彼
を
反
省
さ
せ
る
よ
り
も
却
っ
て
頑
固
に
」
（
同
）
さ
せ
る
の
は
、
た
と
え
ば
先
に
少

し
ふ
れ
た
「
銀
側
時
計
」
の
件
で
す
。
こ
の
時
計
は
亡
く
な
っ
た
次
兄
が
生
前
、
健
三
に

「
是
を
今
に
御
前
に
遣
ら
う
」
（
百
）
と
「
口
癖
」
の
よ
う
に
い
っ
て
い
た
も
の
で
、
嬢
（
次

兄
の
妻
）
も
「
健
三
に
遣
る
」
と
「
明
言
」
（
同
）
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
兄

（
長
太
郎
）
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

（
〈
媒
介
〉
し
な
い
一

い
る
点
で
し
ょ
う
。

健
三
は
〈
媒
介
〉

っ
て
い
な
が
ら
、
「

、
、
、

彼
は
自
分
の
権
利
も
主
張
し
な
か
っ
た
。
又
説
明
も
求
め
な
か
っ
た
。
た
ず
無
言
の

、
、
、

う
ち
に
愛
想
を
尽
か
し
た
。
さ
う
し
て
親
身
の
兄
や
姉
に
対
し
て
愛
想
を
尽
か
す
事

が
、
彼
ら
に
取
っ
て
一
番
非
道
い
刑
罰
に
違
な
か
ら
う
と
判
断
し
た
。
（
百
）

打
を
仇
敵
の
如
く
憎
ん
だ
健
三
も
、
何
坐

か
、
何
う
し
て
も
考
へ
出
せ
な
か
っ
た
。

、
、
、

健
三
は
黙
っ
て
三
人
の
様
子
を
見
て
ゐ
た
。
三
人
は
殆
ん
ど
彼
の
其
所
に
ゐ
る
事
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

へ
眼
中
に
置
い
て
ゐ
な
か
っ
た
。
仕
舞
迄
一
言
も
発
し
な
か
っ
た
彼
は
、
腹
の
中
で
甚

し
い
侮
辱
を
受
け
た
や
う
な
心
持
が
し
た
。
然
し
彼
等
は
平
気
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
仕

つ
ら
あ
て

打
を
仇
敵
の
如
く
憎
ん
だ
健
三
も
、
何
故
彼
ら
が
そ
ん
な
面
中
が
ま
し
い
事
を
し
た
の

る
か
に
見
え
ま
す
。
「
平
生
の
彼
は
教
育
の
力
を
信
じ
過
ぎ
て
ゐ
た
。
今
の
彼
は
其
教
育
の

力
で
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
野
生
的
な
自
分
の
存
在
を
明
ら
か
に
認
め
た
」
（
六
十
七
）

と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
「
生
れ
付
」
も
「
性
向
」
も
「
野
生
」
も
、
い
わ
ば
向
こ
う
側
か
ら
一
方
向
的
に

か
た
み

与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
次
兄
の
遺
品
を
「
記
念
」
（
百
）
と
し
て
譲
ら
れ

た
長
太
郎
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
側
か
ら
の
「
お
返
し
」
（
能
動
的
に
取
捨
選
択
す
る
こ
と
）

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
交
換
の
利
か
な
い
〈
媒
介
〉
関
係
の
結
果
と
見
な
せ

る
も
の
で
す
。
健
三
が
そ
の
結
果
に
苛
立
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
そ
こ

に
明
ら
か
な
の
は
、
そ
の
種
の
一
方
的
交
換
に
、
つ
ま
り
は
贈
与
に
、
彼
自
身
が
〈
媒
介
す

る
も
の
〉
と
し
て
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
へ
の
拒
否
の
姿
勢
で
あ
り
、
健
三
が
「
其
時
の
感

情
は
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
ん
だ
。
生
き
て
今
で
も
何
処
か
で
働
い
て
ゐ
る
ん
だ
」
（
百
）
と
い

う
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
拒
否
の
姿
勢
で
あ
り
「
感
情
」
な
の
で
す
。

吉
田
氏
に
よ
れ
ば
健
三
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
、
〈
島
田
に
元
の
養
子
と
し
て
金
銭
を
与

え
る
こ
と
で
あ
り
、
親
族
か
ら
経
済
的
に
頼
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
御
住
に
は
夫
と
し
て
情

緒
的
満
足
を
与
え
る
こ
と
〉
に
な
り
ま
す
。
健
三
は
こ
の
ど
れ
を
も
満
足
に
果
た
さ
な
い
、

健
三
に
と
っ
て
最
も
一
方
向
的
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
と
い
え
ば
、
彼
が
幼
い
頃

に
養
子
に
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
養
父
母
が
島
田
で
あ
り
御
常
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
島

田
や
御
常
に
一
方
向
的
に
贈
与
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
健
三
に
《
な
ん
ら
か
の

形
で
心
に
傷
を
負
〉
わ
せ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
は
「
世
話
に
な

っ
た
」
（
十
三
）
と
い
う
よ
う
な
簡
単
な
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
複
雑
な
も
の
が
あ
る

よ
う
で
す
。

吉
田
熈
生
は
早
く
に
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
ま
し
た
。

「
道
草
」
に
お
け
る
家
族
Ⅱ
親
族
は
、
社
会
的
に
は
「
互
恵
的
交
換
作
用
」
と
呼
ば
れ

、
ン
ス
テ
ム

る
相
互
扶
助
作
用
の
系
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
系
は
成
員
間
の
精
神
的
齪
酪
に
よ
っ
て

円
滑
に
機
能
し
な
い
。
そ
こ
で
は
原
理
と
し
て
の
「
交
換
」
が
健
三
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
て
い
る
。
④

九
交
換
ｌ
贈
与
ｌ
純
粋
贈
与
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こ
の
健
三
の
記
憶
の
な
か
に
い
る
少
年
の
態
度
は
、
ほ
と
ん
ど
今
現
在
の
彼
自
身
の
そ
れ

の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
御
常
の
言
葉
に
対
し
て
、
は
い
し
っ
か
り
し
ま
す
と
い
う
よ
う
な

「
心
持
の
好
い
返
事
」
が
で
き
な
い
、
す
な
わ
ち
「
交
換
」
が
で
き
な
い
の
は
、
ど
う
や
ら

そ
こ
に
一
方
向
的
な
く
媒
介
〉
の
あ
り
方
を
感
じ
て
、
そ
れ
を
彼
が
「
拒
否
」
し
て
い
る
よ

う
だ
か
ら
で
す
。
語
り
手
は
御
常
に
「
愛
」
で
は
な
く
「
慾
」
や
「
邪
気
」
が
あ
っ
た
こ
と

が
、
過
去
の
健
三
を
不
愉
快
に
さ
せ
た
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
こ

の
度
、
御
常
が
そ
の
態
度
を
改
め
て
現
れ
て
き
た
と
き
に
、
健
三
の
対
処
の
仕
方
は
変
わ
っ

て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
す
。

と
い
う
よ
り
、
自
ら
拒
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
健
三
で
す
か
ら
、
「
腹
の

中
に
は
不
平
が
あ
っ
た
」
（
十
）
と
い
う
よ
う
に
、
彼
が
見
せ
る
態
度
や
取
る
行
動
は
、
内

心
と
は
裏
腹
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
健
三
に
限
っ
た
「
腹
の
中
」
と
い
う
言
葉
の
使

用
例
だ
け
で
も
、
「
道
草
」
に
は
ざ
っ
と
二
十
は
あ
り
ま
す
⑤
。
健
三
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ

デ
モ
ン
ス
ト
ラ
チ
ー
ヴ

と
に
無
自
覚
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
「
外
表
的
」
（
五
十
）
に
は
な
れ
な
い
の
で

す
。
そ
れ
は
「
た
だ
健
三
の
歓
心
を
得
る
た
め
に
親
切
を
見
せ
」
（
四
十
一
）
た
養
父
母
の

せ
い
で
、
彼
が
「
己
れ
独
り
の
自
由
を
欲
し
が
」
（
同
）
る
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
の
予
期
が
外
れ
た
時
、
彼
は
そ
れ
を
仕
合
せ
と
考
へ
る
よ
り
も
寧
ろ
不
思
議
に
思

は
つ
き
り

ふ
位
、
御
常
の
性
格
が
牢
と
し
て
崩
す
べ
か
ら
ざ
る
判
明
し
た
一
種
の
型
に
な
っ
て
、

彼
の
頭
の
何
処
か
に
入
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）

遠
慮
、
忘
却
、
性
質
の
変
化
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
前
に
並
べ
て
考
へ
て
見
て
も
、
健

三
に
は
少
し
も
合
点
が
行
か
な
か
っ
た
。

た
よ
り

し
つ

「
是
か
ら
は
御
前
一
人
が
依
伯
だ
よ
。
好
い
か
い
。
確
か
り
し
て
呉
れ
な
く
っ
ち
ゃ

不
可
い
よ
」

斯
う
頼
ま
れ
る
た
び
に
健
三
は
云
ひ
渋
っ
た
。
彼
は
ど
う
し
て
も
素
直
な
子
供
の
や

う
に
心
持
の
好
い
返
事
を
彼
女
に
与
へ
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。

健
三
を
物
に
し
や
う
と
い
ふ
御
常
の
腹
の
中
に
は
愛
に
駆
ら
れ
る
衝
動
よ
り
も
、
寧

ろ
慾
に
押
し
出
さ
れ
る
邪
気
が
常
に
働
い
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
頑
是
な
い
健
三
の
胸
に
、

何
の
理
窟
な
し
に
、
不
愉
快
な
影
を
投
げ
た
。
（
四
十
四
）

彼
は
ど
う
し
て
も
素
直
な
子
供
の
や

し
つ確

か
り
し
て
呉
れ
な
く
っ
ち
ゃ寧

皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
「
貰
ふ
」
側
の
心
の
余
裕
で
あ
り
、
与
え
る
側

の
心
理
的
負
担
で
す
。
健
三
は
「
周
囲
の
も
の
か
ら
は
、
活
力
の
心
棒
の
や
う
に
思
は
れ

て
」
（
三
十
三
）
い
て
、
「
幾
何
で
も
欲
し
い
丈
の
御
金
は
取
れ
る
」
（
六
十
）
と
見
ら
れ
て
い

ま
す
。
健
三
は
今
の
彼
ら
へ
の
施
し
が
、
昔
世
話
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
お
返
し
、
つ
ま
り

御
住
は
健
三
の
「
執
勧
」
（
六
十
五
）
な
性
格
を
畷
い
ま
す
。
た
し
か
に
健
三
の
性
格
は
、

御
常
の
そ
れ
と
と
も
に
「
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
け
ら
れ
」
（
二
十
四
）
た
変
わ
り
よ

う
の
な
い
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
が
そ
こ
で
我
慢
な
ら
な
い
の
は
、
自
分

や
御
常
の
「
性
質
」
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
健
三
が
苦
し
い
の
は
、
今
の
彼
が
、
返

す
必
要
の
な
い
形
で
養
父
母
た
ち
に
金
銭
を
贈
与
す
る
こ
と
が
、
昔
彼
が
島
田
や
御
常
に
育

て
ら
れ
た
こ
と
が
や
は
り
贈
与
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
こ
ち
ら
か
ら
は
返
す
こ
と
の
で
き

な
い
形
で
の
贈
与
で
あ
っ
た
と
い
う
真
実
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
健
三
に
と
っ
て
そ
う
し
た
贈
与
は
、
養
父
母
が
未
来
の
「
報
酬
」
（
四
十
二
を
目
的

に
し
た
も
の
だ
と
、
彼
が
い
く
ら
言
葉
で
彼
ら
の
「
慾
」
や
「
邪
気
」
を
名
指
し
糾
弾
し
て

み
せ
て
も
、
あ
る
い
は
感
情
の
上
で
い
く
ら
「
嫌
悪
」
（
十
三
）
し
て
み
せ
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
返
済
で
き
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

の
辞
令
も
最
初
と
全
く
違
は
な
か
っ
た
。
其
上
偶
然
に
も
五
円
と
い
ふ
金
高
さ
へ
一
致

し
て
ゐ
た
。

「
此
次
来
た
時
に
、
も
し
五
円
札
が
無
か
っ
た
ら
何
う
し
や
う
」

健
三
の
紙
入
が
そ
れ
丈
の
実
質
で
始
終
充
た
さ
れ
て
ゐ
な
い
事
は
其
所
有
主
の
彼

に
知
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
御
常
に
分
る
筈
が
な
か
っ
た
。
三
度
目
に
来
る
御
常
を
予

想
し
た
彼
が
、
三
度
目
に
遣
る
五
円
を
予
想
す
る
訳
に
行
か
な
か
っ
た
時
、
彼
は
不
図

馬
鹿
々
々
し
く
な
っ
た
。

「
是
か
ら
あ
の
人
が
来
る
と
、
何
時
で
も
五
円
遣
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
気

が
す
る
。
…
」
（
八
十
八
）

彼
女
は
辞
退
の
言
葉
と
共
に
紙
幣
を
受
け
納
め
て
懐
へ
入
れ
た
。

小
遣
を
遣
る
時
の
健
三
が
此
前
と
同
じ
挨
拶
を
用
ひ
た
や
う
に
、
そ
れ
を
貰
ふ
御
常

あ
つ
き
ｂ

「
そ
ん
な
淡
泊
し
た
女
じ
ゃ
な
い
」

彼
は
腹
の
中
で
斯
う
云
は
な
け
れ
ば
何
う
し
て
も
承
知
が
出
来
な
か
っ
た
。
（
六
十
四
）
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実
態
と
違
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
は
な
く
、
そ
う
い
う
存
在
か
ら
の
「
贈
与
」
は
、

彼
我
の
圧
倒
的
な
非
対
称
性
に
よ
っ
て
、
返
さ
な
け
れ
ば
と
思
う
必
要
の
な
い
、
い
や
返
す

こ
と
な
ど
絶
対
に
で
き
な
い
「
純
粋
贈
与
」
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
⑥
。
も
ち
ろ
ん
究

極
の
無
償
贈
与
を
意
味
す
る
「
純
粋
贈
与
」
は
神
や
自
然
に
の
み
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
、

人
間
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
原
理
的
に
無
理
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
健
三

は
そ
れ
で
安
心
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
逆
に
健
三
は

自
分
が
養
父
母
に
育
て
ら
れ
た
と
い
う
返
済
不
可
能
な
「
贈
与
」
が
、
人
間
業
を
超
え
た
、

そ
れ
こ
そ
「
天
」
の
采
配
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
彼
が
島
田
や
御
常
と
い
う
存
在
に
自
分
が
永
遠
に
「
引
懸
っ
て
ゐ
」
（
九
十
七
）
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
今
贈
与
す
る
側
の
健
三
の
心
の
負
担
は
、
そ
の
ま
ま
昔
贈
与
さ
れ
た
側
の
彼

の
心
の
負
担
な
の
で
す
。
ど
う
や
ら
健
三
の
「
交
換
」
拒
否
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
こ
う
し

た
不
安
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
は
周
囲
の
も
の
た
ち
と
自
然
な
会
話
（
言
葉
）
を
交
換
す

る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
で
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
健
三
は
島
田
に
つ
い
て
「
何
処
迄
此
影
が
己
の
身
体
に
付
い
て
回
る
だ
ら

う
」
（
四
十
六
）
と
心
配
し
ま
す
。
彼
に
は
島
田
と
の
応
酬
が
ど
う
し
て
も
対
等
で
等
価
な

「
交
換
」
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
兄
の
長
太
郎
が
袴
を
借
り
る
と
い
っ
た
〈
ご
く
日
常

的
な
社
会
的
交
換
〉
（
吉
田
⑦
）
と
は
次
元
が
違
っ
て
い
ま
す
。
健
三
に
と
っ
て
島
田
に
証

文
や
金
銭
を
与
え
る
こ
と
は
、
姉
の
御
夏
に
端
書
や
小
遣
を
出
す
こ
と
以
上
に
、
不
等
価
な

「
交
換
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
か
ら
は
一
切
の
見
返
り
を
求
め
な
い
と
い
う
意
味
で
「
純
粋
贈

与
」
に
近
い
も
の
に
な
る
の
で
す
。

義
父
に
対
す
る
健
三
の
消
極
的
な
態
度
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
「
彼
の
自
然
は
不
自

然
ら
し
く
見
え
る
彼
の
態
度
を
倫
理
的
に
認
可
し
た
」
（
七
十
六
）
と
さ
れ
る
の
は
、
健
三

が
対
等
な
「
交
換
」
と
思
え
な
い
一
方
向
的
な
く
媒
介
〉
の
当
事
者
と
し
て
「
贈
与
」
す
る

側
に
立
た
な
い
こ
と
を
倫
理
的
に
正
し
い
振
る
舞
い
と
し
て
自
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
自
分
の
勝
手
で
座
敷
牢
へ
入
っ
て
」
（
五
十
六
）
い
く
こ

と
で
あ
り
、
「
彼
の
道
徳
は
何
時
で
も
自
己
に
始
ま
」
り
「
自
己
に
終
る
」
（
五
十
七
）
と
い

「
交
換
」
で
あ
る
と
は
決
し
て
認
め
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ
り
彼
が
納
得
で
き

な
い
の
は
、
．
つ
作
っ
て
置
く
と
そ
れ
が
何
時
ま
で
も
売
れ
る
」
（
十
七
）
と
島
田
が
い
う

「
本
」
の
よ
う
に
、
勝
手
に
ど
ん
ど
ん
増
殖
し
て
い
く
「
資
本
」
の
よ
う
な
存
在
と
見
な
さ

「
本
」
の
よ
う
に
、
隣

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

健
三
が
「
交
換
」
を
拒
む
の
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
が
「
生
き
て
ゐ
る
う
ち
に
、
何
か
し
終
せ

る
、
ま
た
し
終
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
男
で
あ
っ
た
」
（
二
十
こ
こ
と
と
も
関

係
し
て
い
ま
す
。
吉
田
氏
は
書
い
て
い
ま
す
。

う
結
果
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
す
。

し
か
し
健
三
は
む
し
ろ
「
心
的
存
在
と
し
て
の
自
己
」
を
何
も
の
か
と
で
き
れ
ば
「
交

換
」
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
断
じ
て
彼
の
「
妻
」
「
子
供
」
「
親

族
」
「
周
囲
の
も
の
」
た
ち
と
で
は
な
い
の
で
す
。
健
三
が
疑
っ
て
い
る
の
は
、
知
識
も
教

養
も
身
に
つ
け
た
自
分
が
た
だ
家
族
Ⅱ
親
族
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
「
交
換
」
を
演
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
彼
ら
の
共
同
性
に
自
分
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と

の
根
拠
や
必
然
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

彼
ら
の
「
自
己
」
は
「
家
」
や
「
親
族
」
「
世
間
」
と
い
っ
た
共
同
性
の
中
に
埋
没
し
て
い

る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
健
三
に
は
見
え
て
い
ま
す
。
健
三
は
、
彼
ら
に
対
し
て
一
方
的
に

「
贈
与
」
す
る
立
場
に
は
立
ち
た
く
な
い
も
の
の
、
同
時
に
彼
ら
と
同
じ
に
さ
れ
て
は
た
ま

ら
な
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
を
相
対
化
し
彼

ら
と
「
大
し
た
変
り
は
な
い
」
（
四
十
八
）
と
同
一
性
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
、
健
三
は
自

己
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
し
「
異
様
の
熱
塊
」
（
三
）
は
あ
っ
て
も
、
健
三
は
そ
の
「
心
的
存
在
と
し
て
の
自

己
」
を
何
と
交
換
し
た
い
の
か
さ
え
、
未
だ
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の
交
換
相
手
の
見

つ
か
ら
な
い
と
い
う
不
透
明
感
が
、
彼
を
し
て
「
徒
労
」
「
老
い
」
「
死
」
と
い
う
も
の
に
直

面
さ
せ
ま
す
。
「
途
中
で
引
懸
っ
て
ゐ
る
」
（
九
十
七
）
健
三
に
は
未
来
が
見
え
ず
、
過
去
を

空
し
く
ま
さ
ぐ
る
ば
か
り
で
す
。

健
三
が
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
然
し
今
の
自
分
は
何
う
し
て
出
来
上
っ
た
の
だ
ら

あ
ざ
や
か

う
」
（
九
十
二
と
い
う
自
ら
へ
の
問
い
か
け
で
す
が
、
過
去
の
断
片
は
「
鮮
明
に
彼
の
心

た
と
い
自
然
現
象
と
し
て
の
生
命
の
生
成
は
交
換
を
必
然
と
し
て
い
て
も
、
心
的
存
在

と
し
て
の
自
己
は
他
の
何
も
の
と
も
交
換
不
能
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
⑧ 十

つ
な
が
ら
な
い
過
去
、
つ
な
が
ら
な
い
他
者

－7－
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そ
し
て
、
そ
れ
は
た
ん
に
「
商
品
」
の
無
根
拠
性
を
暗
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
《
銀
行
券

（
紙
幣
）
と
い
う
形
の
〈
貨
幣
〉
が
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
は
た
だ
の
「
反
古
」
（
紙
片
）
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
〈
現
実
〉
が
ほ
の
か
に
透
視
さ
れ
る
》
と
柴
氏
は
い
い
ま
す
。
健
三
も
商
品

も
貨
幣
も
、
同
じ
よ
う
に
そ
の
存
在
の
無
根
拠
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
大
変
に
鋭
い
指
摘
で
す
。

し
か
し
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
記
憶
」
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

健
三
の
「
記
憶
」
も
、
誰
か
と
交
換
さ
れ
な
け
れ
ば
、
や
は
り
「
反
古
同
然
」
（
九
十
五
）
で

に
映
る
」
の
に
「
其
頃
の
心
が
思
ひ
出
せ
な
い
」
（
十
五
）
。
そ
し
て
親
族
と
過
ご
す
時
間
は

健
三
を
「
昔
の
我
に
帰
っ
た
や
う
な
心
持
」
に
さ
せ
ま
す
が
、
彼
は
同
時
に
「
今
の
自
分

が
、
何
ん
な
意
味
で
彼
等
か
ら
離
れ
て
」
い
る
か
も
「
意
識
し
な
け
れ
ば
」
な
ら
な
い
（
二

十
八
）
の
で
す
。
こ
う
し
て
「
今
の
自
分
」
や
「
今
の
彼
」
と
い
っ
た
言
葉
が
、
い
ず
れ
も

過
去
の
自
分
と
の
大
き
な
ズ
レ
を
示
す
か
た
ち
で
多
用
さ
れ
⑨
、
「
御
前
は
必
寛
何
を
し
に

世
の
中
に
生
れ
て
来
た
の
だ
」
（
九
十
七
）
と
い
う
自
問
に
ま
た
戻
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

「
心
的
存
在
と
し
て
の
自
己
」
と
「
交
換
」
し
て
も
よ
い
ほ
ど
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
い

え
ば
、
今
ま
で
と
は
「
違
っ
た
方
面
に
働
い
た
彼
の
頭
脳
の
最
初
の
試
み
」
と
し
て
「
あ
る

知
人
に
頼
ま
れ
て
」
「
雑
誌
に
長
い
原
稿
を
書
い
た
」
と
き
の
「
筆
の
先
に
滴
る
面
白
い
気

分
」
（
八
十
六
）
の
先
に
、
将
来
へ
の
道
が
見
つ
か
り
そ
う
な
の
で
す
が
、
「
道
草
」
は
こ
こ

で
も
や
は
り
迂
言
的
な
表
現
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
柴
市
郎
は
、
健
三
が
島
田
の
「
書
付
」
を
「
百
円
」
で
買
い
取
る
場
面
を
取
り

上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
起
き
た
の
は
「
反
古
」
に
等
し
い
、
つ
ま
り
物
じ
た
い
に
内
属
す
る
価
値
（
仮

り
に
使
用
価
値
と
呼
ぶ
）
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
に
見
え
た
も
の
が
結
果
と
し
て

〈
交
換
〉
過
程
に
お
い
て
「
百
円
」
と
い
う
価
値
を
体
現
し
た
（
か
に
見
え
る
）
と
い

う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
事
は
、
見
か
け
の
不
条
理
の
背
後

に
、
予
め
物
じ
た
い
に
何
か
具
体
的
な
価
値
が
属
性
と
し
て
備
わ
っ
て
い
る
も
の
だ
と

い
う
通
念
を
覆
し
、
む
し
ろ
他
の
物
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
〈
交
換
〉
価
値
こ

そ
が
遡
及
的
に
使
用
価
値
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
使
用
価
値
は
決
し
て
実
体
的
な

も
の
で
は
な
く
、
〈
交
換
〉
価
値
が
発
生
さ
せ
る
「
効
果
」
の
如
き
も
の
だ
と
い
う

〈
現
実
〉
を
垣
間
見
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑩

す
。
「
記
憶
」
内
容
の
確
か
ら
し
さ
と
は
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
た
も
の
を
自
分
以
外
の
誰
か

と
共
有
し
た
と
い
う
事
実
の
効
果
と
し
て
、
は
じ
め
て
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
柴
氏
の
言

葉
を
も
じ
っ
て
い
え
ば
、
「
記
憶
が
単
な
る
「
反
古
」
で
な
い
の
は
、
そ
れ
が
実
際
に
今
を

生
き
る
現
実
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
記
憶
」
の
内
容
も
、
他
の
記
憶
や
記
憶
を
め
ぐ
る
言
葉
と
の

関
係
に
よ
っ
て
意
味
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
ま
た
、
い
わ
ば
記
憶
の
交
換
価
値
の
効

果
と
し
て
の
使
用
価
値
で
す
。
た
と
え
ば
、
「
兄
と
同
じ
く
過
去
の
人
と
な
っ
た
」
（
三
十

八
）
健
三
は
「
自
分
は
其
時
分
誰
と
共
に
住
ん
で
ゐ
た
の
だ
ら
う
」
（
同
）
と
自
問
し
、
語

り
手
は
「
其
時
代
の
彼
の
記
憶
に
は
、
殆
ん
ど
人
と
い
ふ
も
の
の
影
が
働
ら
い
て
ゐ
な
か
っ

た
」
（
三
十
九
）
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
言
葉
は
、
健
三
の
昔
の
事
実
の
こ
と
よ
り

も
、
じ
つ
は
「
今
の
彼
」
の
周
囲
に
「
人
と
い
う
も
の
の
影
」
が
な
い
、
と
い
う
真
実
の
ほ

う
を
よ
り
強
く
い
い
あ
て
て
い
ま
す
。
健
三
は
今
現
在
、
自
分
と
か
か
わ
る
人
間
に
対
す
る

自
分
の
情
愛
を
感
じ
ら
れ
な
い
で
い
る
（
不
人
情
）
の
だ
し
、
自
分
の
周
り
に
人
の
影
を
見

い
だ
し
か
ね
て
い
る
（
孤
独
）
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
た
今
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る

作
家
に
関
係
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
漱
石
の
日
記
（
大
正
三
、
四
年
の
頃
）
を
こ
こ
で
今
一
度
繕
く
必
要
は
な
い
で

し
ょ
う
。
一
番
身
近
に
い
る
人
に
対
し
て
さ
え
、
彼
は
た
い
へ
ん
執
拘
で
深
い
疑
い
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
一
種
の
病
気
と
み
る
見
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ

れ
な
ら
そ
の
病
気
は
小
説
を
書
く
こ
と
で
自
己
治
療
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の

も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
千
田
洋
幸
は
「
門
」
の
主
人
公
に
つ
い
て
《
彼
自
身
が
何
ら
か
の
形

で
記
憶
を
書
き
換
え
る
方
法
を
見
い
だ
す
ほ
か
な
い
》
⑪
と
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

「
道
草
」
を
書
く
漱
石
に
も
当
て
は
ま
る
言
葉
で
し
ょ
う
。

『
道
草
」
で
は
、
健
三
の
記
憶
や
手
紙
や
書
付
と
い
っ
た
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
を
他
者
と

共
有
さ
せ
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
他
者
に
介
入
・
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
過
去

が
開
か
れ
、
作
り
替
え
ら
れ
、
編
み
直
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
書
く
こ
と
で
、
作

家
は
自
分
自
身
の
過
去
・
経
験
を
言
語
化
す
る
方
法
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
す
ぐ
さ
ま
自
己
同
一
性
の
物
語
の
内
部
に
回
収
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
自
己
と
い
う
過
去
の
束
縛
か
ら
自
身
を
解
放
し
、
あ
り
う
る
自

己
す
な
わ
ち
未
来
の
自
由
に
向
け
て
自
分
を
開
い
て
い
く
に
は
、
ま
ず
は
こ
う
し
た
い
さ
さ

か
遠
回
り
の
作
業
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
や
っ
と
自
己
を
確
認
し
創
造
し
て
い

く
足
場
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
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こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
『
道
草
」
で
は
貨
幣
に
限
ら
ず
、
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
は

別
の
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
を
呼
び
出
し
て
し
ま
っ
た
り
、
断
つ
べ
き
を
結
ん
だ
り
、
つ
な
ぐ

べ
き
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
言
葉
も
ま
た
そ
う
し
た
く
媒
介
す
る

も
の
〉
の
一
つ
な
の
で
す
が
、
二
者
間
で
や
り
と
り
さ
れ
る
は
ず
の
言
葉
が
、
方
向
違
い
の

相
手
を
〈
媒
介
〉
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
小
説
の
最
後
の
場
面
で
の
御
住
の

言
葉
は
、
夫
の
健
三
に
向
け
て
と
い
う
よ
り
は
、
超
越
的
な
位
置
に
い
る
語
り
手
に
向
け
て

の
、
そ
の
語
り
手
の
言
葉
す
ら
相
対
化
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

健
三
と
御
住
の
最
後
の
や
り
と
り
の
少
し
前
の
部
分
で
、
比
田
の
「
証
文
さ
へ
入
れ
さ
せ

て
置
け
ば
も
う
大
丈
夫
」
（
百
二
）
と
い
う
言
葉
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。
兄
長
太
郎
も
「
是
で

漸
く
一
安
心
」
（
同
）
と
い
い
ま
す
。
二
人
が
帰
っ
た
後
で
、
御
住
が
や
は
り
「
証
文
を
取

っ
て
置
け
ば
、
そ
れ
で
大
丈
夫
」
（
同
）
と
い
う
と
、
健
三
は
「
片
付
い
た
の
は
上
部
丈
ぢ

健
三
と
御
住
の
最
後
の
や
り
と
り
の
少
し
前
の
部
分
で
、
比
田
の
「
証
文
さ
へ
入
れ
さ
せ

て
置
け
ば
も
う
大
丈
夫
」
（
百
二
）
と
い
う
言
葉
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。
兄
長
太
郎
も
「
是
で

漸
く
一
安
心
」
（
同
）
と
い
い
ま
す
。
二
人
が
帰
っ
た
後
で
、
御
住
が
や
は
り
「
証
文
を
取

っ
て
置
け
ば
、
そ
れ
で
大
丈
夫
」
（
回
と
い
う
と
、
健
三
は
「
片
付
い
た
の
は
上
部
丈
ぢ

や
な
い
か
」
（
同
）
と
い
い
返
し
ま
す
。

健
三
は
、
島
田
と
の
関
わ
り
を
自
分
と
御
住
と
の
二
者
の
関
係
に
お
い
て
確
認
し
よ
う
と

し
て
、
そ
こ
に
外
Ⅱ
第
三
者
の
視
点
か
ら
の
言
葉
を
導
入
し
て
し
ま
い
ま
す
。
「
世
の
中
に

片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
」
（
同
）
と
い
う
と
き
の
「
世
の
中
」
が
そ

れ
で
す
。
以
前
に
も
、
御
住
と
の
対
話
に
お
い
て
「
世
の
中
に
は
た
ず
面
倒
臭
い
位
な
単
純

な
理
由
で
已
め
る
事
の
出
来
な
い
も
の
が
幾
何
で
も
あ
る
さ
」
（
五
十
二
）
と
い
う
健
三
の

発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
二
者
関
係
に
お
け
る
言
葉
の
や
り
と
り
の
中
に
、
「
世

の
中
」
と
い
う
よ
う
な
第
三
者
の
視
点
か
ら
の
言
葉
が
持
ち
こ
ま
れ
る
と
、
二
者
の
関
係
そ

柴
市
郎
は
、
交
換
の
ひ
ず
み
か
ら
余
剰
が
生
み
出
さ
て
し
ま
う
〈
〈
交
換
〉
の
ア
イ
ロ
ニ

ー
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

〈
貨
幣
〉
は
異
な
る
対
象
の
間
を
通
約
可
能
に
す
る
上
で
、
対
象
の
質
を
抑
圧
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
〈
貨
幣
〉
を
媒
介
と
す
る
〈
交

換
〉
は
、
そ
の
対
象
ど
う
し
が
差
し
引
き
零
と
い
う
結
果
に
終
わ
る
か
に
見
え
よ
う
と

も
、
実
は
対
象
の
質
の
抑
圧
と
い
う
厄
介
な
問
題
を
そ
れ
に
伴
う
言
わ
ば
余
剰
と
し
て

潜
在
的
に
生
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
⑫

十
一
自
己
媒
介
と
他
者
へ
の
開
か
れ

い
ず
れ
も
第
三
者
的
視
点
か
ら
の
言
葉
を
対
話
の
中
に
持
ち
こ
ん
で
し
ま
い
、
相
手
と
の

関
係
を
、
そ
の
表
面
的
な
意
図
と
は
裏
腹
に
、
切
断
し
て
し
ま
っ
て
い
る
例
で
す
が
、
語
り

手
自
身
の
言
葉
遣
い
に
も
同
様
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

語
り
手
が
直
接
に
健
三
を
突
き
放
し
て
い
る
例
で
す
が
、
こ
う
し
た
例
の
う
ち
で
究
極
的

な
も
の
は
、
健
三
の
自
問
の
中
に
こ
の
言
葉
が
入
り
込
む
場
合
で
す
。

こ
の
と
き
は
健
三
が
彼
自
身
と
の
関
係
を
遮
断
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
自
分
で
自
分
を

引
き
裂
く
よ
う
な
結
果
に
な
り
ま
す
。

最
後
に
も
う
一
度
小
説
の
結
び
の
場
面
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
健
三
の
「
世
の
中
」
の

一
言
で
、
御
住
と
の
二
者
の
関
係
が
第
三
者
の
視
点
に
開
か
れ
た
あ
と
、
言
葉
は
ど
こ
に
向

か
う
の
で
し
ょ
う
か
。

の
も
の
が
変
質
し
て
し
ま
い
ま
す
。

つ
な
が
り
が
消
え
て
し
ま
う
、
そ
や
《

も
の
が
変
質
し
て
し
ま
い
ま
す
。
外
に
向
け
て
開
か
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
二
者
間
の

な
が
り
が
消
え
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
切
断
の
言
葉
と
し
て
働
く
の
で
す
。

た
と
え
ば
御
常
や
御
住
も
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
形
で
使
っ
て
い
ま
す
。

ひ
と他

か
ら
見
る
と
酔
興
と
し
か
思
は
れ
な
い
程
細
か
な
ノ
ー
ト
ば
か
り
栫
へ
て
ゐ
る
健
三

、
、
、

に
は
、
世
の
中
に
そ
ん
な
人
間
が
生
き
て
ゐ
や
う
と
さ
へ
思
へ
な
か
っ
た
。
（
八
十
六
）

、
、
、

「
此
方
な
ど
が
困
っ
て
ゐ
ら
し
っ
ち
あ
、
世
の
中
に
困
ら
な
い
も
の
は
一
人
も
御
座
い

ま
せ
ん
」
（
八
十
七
）

「
貴
夫
に
気
に
入
る
人
は
何
う
せ
何
処
に
も
ゐ
な
い
で
せ
う
ょ
。
世
の
中
は
み
ん
な
馬

鹿
ば
か
り
で
す
か
ら
」
（
九
十
二
）
。

「
ぢ
や
何
う
す
れ
ば
本
当
に
片
付
く
ん
で
す
」

「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
や
し
な
い
。
一
遍
起
っ
た
事
は
何

ひ
と

時
迄
も
続
く
の
さ
。
た
ぎ
色
々
な
形
に
変
る
か
ら
他
に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る
丈

の
事
さ
」

、
、
、

「
御
前
は
必
寛
何
を
し
に
世
の
中
に
生
れ
て
来
た
の
だ
」
（
九
十
七
）

－9－
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お
そ
ら
く
御
住
が
聞
き
た
い
の
は
、
あ
な
た
は
ど
う
し
た
い
の
？
わ
た
し
に
ど
う
し
て
ほ

し
い
の
？
私
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？
と
い
っ
た
類
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
健
三
は
こ

こ
で
も
そ
れ
を
い
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
と
り
あ
え
ず
二
人
の
間

に
だ
け
通
じ
合
え
ば
い
い
事
柄
の
表
現
上
の
問
題
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
世
間
一
般
に
通
用

す
る
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
御
住
に
と
っ
て
そ
の
問

題
は
「
証
文
」
と
い
う
形
で
、
す
で
に
「
片
付
い
ち
ゃ
つ
」
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い

う
御
住
の
今
こ
こ
に
お
い
て
は
、
も
は
や
そ
れ
以
外
に
は
、
「
黙
っ
て
」
抱
上
げ
た
「
赤
ん

坊
」
と
の
、
も
う
一
つ
の
二
者
関
係
が
あ
る
だ
け
で
す
。
少
な
く
と
も
健
三
や
語
り
手
に
は

そ
う
見
え
て
い
ま
す
。

子
供
を
抱
き
な
が
ら
そ
の
子
供
と
一
体
化
し
て
い
る
御
住
は
、
健
三
に
彼
の
過
去
を
蘇
ら

せ
ず
に
は
お
か
な
い
姿
を
さ
ら
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
健
三
は
も
は
や
「
女
は

策
略
が
好
き
だ
か
ら
い
け
な
い
」
（
八
十
三
）
な
ど
と
口
に
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
作
者
も

ま
た
こ
こ
で
は
語
り
手
に
も
そ
の
よ
う
な
健
三
の
過
去
に
関
わ
る
言
葉
を
介
入
さ
せ
な
い

の
で
す
。

そ
う
な
る
と
し
か
し
、
二
者
の
関
係
を
切
断
し
第
三
者
の
視
点
を
取
り
込
ん
だ
健
三
の

「
世
の
中
」
と
い
う
言
葉
の
あ
と
の
、
「
お
、
好
い
子
だ
好
い
子
だ
」
に
続
く
御
住
の
言
葉
を

第
三
者
の
視
点
か
ら
の
言
葉
と
し
て
受
け
取
れ
る
の
は
、
読
者
だ
け
に
な
り
ま
す
。
「
何
だ

ひ
と

か
ち
っ
と
も
分
り
や
し
な
い
わ
ね
」
。
「
他
に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る
」
と
い
う
の
に
、

ど
う
し
て
「
い
つ
ま
で
も
続
く
」
と
言
い
切
れ
る
の
で
し
ょ
う
？
二
者
関
係
の
言
葉
と
し
て

は
、
そ
う
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
「
分
り
や
し
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い

る
の
は
、
全
て
を
見
渡
せ
る
よ
う
な
離
れ
た
位
置
に
立
っ
て
、
何
で
も
見
透
か
し
た
か
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
に
対
し
て
、
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
。

作
者
は
、
自
分
の
作
品
の
最
初
の
読
者
で
も
あ
り
ま
す
。
健
三
に
聞
こ
え
よ
が
し
に
い
う

御
住
の
赤
ん
坊
へ
の
語
り
か
け
が
、
か
っ
て
幼
児
だ
っ
た
誰
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
言
葉
の

よ
う
に
、
ま
た
、
た
だ
い
ま
筆
を
執
っ
て
そ
れ
を
書
い
て
い
る
作
家
自
身
に
呼
び
か
け
て
く

健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
か
っ
た
。
細
君
は
黙
つ
イ

げ
た
。「

お
、
好
い
子
だ
好
い
子
だ
。
御
父
さ
ま
の
仰
や
る
事
は
何
だ
か

し
な
い
わ
ね
」

細
君
は
斯
う
云
ひ
云
ひ
、
幾
度
か
赤
い
頬
に
接
吻
し
た
。
（
百
二
）

御
父
さ
ま
の
仰
や
る
事
は
何
だ
か
ち
っ
と
も
分
り
や

細
君
は
黙
っ
て
赤
ん
坊
を
抱
き
上

者
（
現
在
）
と
い
う
二
者
の
関
係
を
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
と
し
て
の
語
り
手
に
期
待
さ
れ
る

役
割
で
あ
り
、
当
然
二
者
を
切
断
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
連
結
さ
せ
る
た
め
の
装
置
と
し

て
で
す
。

た
と
え
ば
健
三
が
「
フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
学
者
」
（
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
す
が
）
の
記

憶
に
関
す
る
説
を
青
年
に
紹
介
す
る
場
面
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

る
言
葉
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
最
後
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
漱
石
は
、
自
分
自

身
と
小
説
と
い
う
二
者
関
係
を
第
三
者
の
視
点
か
ら
読
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

語
り
手
は
、
健
三
が
あ
る
程
度
の
余
裕
を
も
っ
て
い
て
、
自
分
に
そ
れ
ほ
ど
の
危
険
が
迫

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
点
を
む
し
ろ
評
価
し
て
い
る
か
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
作
家
自
身
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
と
き
語
り
手
は
、
青
年
と
健
三
と
を
媒
介
す

る
義
務
か
ら
離
れ
て
、
健
三
と
作
者
を
つ
な
ぐ
権
利
を
行
使
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
み
ま
し

ょ
う
。
す
る
と
語
り
手
の
声
は
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
作
者
自
身
は
ど
う
な
の
か
、
と
問
い

か
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
じ
つ
は
．
刹
那
に
わ
が
全
部
の
過
去
を
思
い
出
す
や
う

な
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
」
て
い
る
の
は
、
作
者
の
ほ
う
で
は
な
い
の
か
、
と
。
漱
石
は
、

自
分
の
死
が
ほ
ん
の
目
の
前
に
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
過
去
を
振

り
返
り
、
組
み
立
て
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
こ
そ
、
死
を
前
に
し
て
い
る
か
ら
そ
う
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
思
い
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

二
者
関
係
に
第
三
者
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
は
健
三
（
過
去
）
と
作

「
人
間
は
平
生
彼
ら
の
未
来
ば
か
り
望
ん
で
生
き
て
ゐ
る
の
に
、
其
未
来
が
咄
嵯
に

起
っ
た
あ
る
危
険
の
た
め
に
突
然
塞
が
れ
て
、
も
う
己
は
駄
目
だ
と
事
が
極
る
と
、
急

に
眼
を
転
じ
て
過
去
を
振
り
向
く
か
ら
、
そ
こ
で
凡
て
の
過
去
の
経
験
が
一
度
に
意
識

に
上
る
の
だ
と
い
ふ
ん
だ
ね
。
そ
の
説
に
よ
る
と
」

青
年
は
健
三
の
紹
介
を
面
白
さ
う
に
聴
い
た
。
け
れ
ど
も
事
状
を
一
向
知
ら
な
い
彼

は
、
そ
れ
を
健
三
の
身
の
上
に
引
き
直
し
て
見
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
健
三
も
一
刹

那
に
わ
が
全
部
の
過
去
を
思
ひ
出
す
や
う
な
危
険
な
境
遇
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て

今
の
自
分
を
考
へ
る
程
の
馬
鹿
で
も
な
か
っ
た
。
（
四
十
五
）

十
二
語
り
手
と
い
う
装
置

-10-
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も
ち
ろ
ん
、
小
説
に
お
け
る
語
り
手
の
役
割
は
、
作
品
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す

が
、
語
り
手
自
身
の
客
観
を
装
っ
た
主
観
か
ら
の
登
場
人
物
へ
の
断
罪
は
、
読
者
を
一
定
の

方
向
に
導
く
働
き
を
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
公
平
性
の
点
で
は
「
虞
美
人
草
」
の
語
り

手
ほ
ど
ひ
ど
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
『
道
草
」
の
話
者
は
作
品
に
と
っ
て
か
な
り

統
括
的
な
存
在
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
作
中
人
物
に
対
す
る
語
り
手

の
評
価
は
、
そ
の
ま
ま
作
者
の
認
識
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
〈
媒
介
す
る
〉
も
の
で
す
。
話

者
は
、
作
中
人
物
を
固
定
化
し
制
御
す
る
の
で
は
な
く
、
作
家
に
動
揺
と
自
由
を
与
え
る
の

で
す
。
語
り
手
は
、
長
編
を
維
持
す
る
た
め
に
、
過
去
と
現
在
と
い
う
異
質
な
時
間
の
世
界

を
交
替
さ
せ
な
が
ら
話
を
進
め
ま
す
。
そ
の
交
替
に
は
、
た
く
さ
ん
の
媒
介
が
あ
り
、
介
入

が
あ
っ
て
、
い
よ
い
よ
作
品
世
界
を
利
害
の
絡
ま
り
あ
っ
た
、
複
雑
に
つ
な
が
り
あ
っ
た
も

の
に
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
異
な
る
時
間
の
あ
い
だ
を
往
還
す
る
こ
と
か
ら
生
ま

れ
て
く
る
主
人
公
健
三
の
「
時
間
」
や
「
自
己
」
へ
の
疑
問
や
洞
察
の
深
ま
り
が
、
ま
た
作

品
の
長
さ
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
す
。

千
田
洋
幸
は
再
」
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
、
社
会
学
者
の
片
桐
雅
隆
の
研
究
⑬
を
参

照
し
つ
つ
、
過
去
の
記
憶
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
し
た
。

語
り
手
は
、
健
三
の
心
情
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
「
時
間
」
と
い
う
も
の
が

金
銭
の
尺
度
で
は
計
量
で
き
な
い
特
別
な
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
、
「
高
価
」
な
も
の
だ
と

記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
語
り
手
は
、
健
三
を
突
き
放
す
視
点
も
同
時
に
も
っ
て

い
ま
す
。

そ
も
そ
も
過
去
の
記
憶
と
は
、
現
在
と
の
関
係
の
な
か
で
そ
の
都
度
新
し
く
生
み
出
さ

れ
、
し
か
も
書
き
換
え
の
可
能
性
を
内
包
す
る
構
築
物
と
し
て
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
は
出
来
事
の
静
的
な
記
録
な
ど
で
は
な
く
、
隠
蔽
、
抹
消
、
握
造
…
…
等
を
ふ
く
む

物
語
化
の
操
作
に
よ
っ
て
生
成
き
れ
、
解
体
と
再
編
に
よ
る
更
新
を
と
も
な
う
の
で
あ

り
、
同
時
に
、
記
憶
の
主
体
が
お
か
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
正
当
化
し
、
安
定
し
た

自
己
同
一
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
し
た
が
っ
て
創
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑭

彼
の
時
間
は
そ
ん
な
こ
と
に
使
用
す
る
に
は
あ
ま
り
に
高
価
す
ぎ
た
。
（
八
）

こ
こ
で
は
語
り
手
は
、
健
三
の
迂
閼
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
柴
市
郎
は
、

こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
《
〈
貨
幣
〉
以
上
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
時
間
の
意
義
が
皮

肉
に
も
〈
貨
幣
〉
を
め
ぐ
る
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
》

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
時
間
を
「
費
や
す
」
（
二
十
二
「
費
や
さ
さ
れ
た
」
（
五
十
八
）
「
費

や
し
た
」
（
五
十
九
）
「
時
間
の
空
費
」
（
二
十
八
）
と
い
っ
た
言
葉
の
使
用
法
は
、
時
間
を
貨

幣
と
同
次
元
で
と
ら
え
て
い
る
も
の
の
発
想
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
て

〈
実
体
的
、
可
視
的
な
金
銭
の
力
に
つ
き
う
ご
か
さ
れ
て
い
る
〉
島
田
以
上
に
、
健
三
が

《
観
念
的
、
抽
象
的
な
領
域
に
及
ぶ
〈
貨
幣
〉
の
力
に
操
ら
れ
て
い
る
〉
こ
と
の
例
証
の
ひ

と
つ
と
し
て
い
ま
す
。
⑮

こ
こ
で
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
健
三
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
、
語

り
手
の
評
価
だ
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
、
や
れ
「
高
価
」
だ
の
「
守
銭
奴
」
だ
の
と
、
自

在
に
距
離
を
と
り
な
が
ら
健
三
を
そ
の
内
心
ま
で
明
視
し
、
彼
を
批
評
し
て
み
せ
て
い
る
は

ず
の
、
そ
の
語
り
手
自
身
が
、
時
間
と
貨
幣
を
同
じ
も
の
と
見
な
す
発
想
／
用
語
法
に
囚
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
盲
目
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

語
り
手
の
位
置
を
健
三
と
い
う
存
在
の
延
長
線
上
に
お
か
な
い
視
点
か
ら
「
道
草
」
を
読

む
場
合
、
柴
氏
の
指
摘
を
、
語
り
手
と
い
う
対
象
に
絞
る
こ
と
で
、
（
こ
れ
ま
た
語
り
手
と

イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
）
作
者
の
位
置
取
り
と
い
う
焦
点
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
作

者
が
、
そ
の
現
在
に
お
け
る
自
己
を
相
対
化
し
て
い
る
部
分
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
漱
石
は

こ
こ
で
、
健
三
の
姿
勢
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
語
り
手
の
自
ら
の
立
ち
位
置
に
対
す

る
盲
目
性
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
も
ま
た
金
銭
が
流
通
す
る
社
会
に
あ
っ
て
、
そ
の
金
の
力

か
ら
「
解
放
さ
れ
た
自
由
の
人
」
（
八
十
五
）
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
確
認
の

場
に
立
と
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

う
言
葉
Ⅱ
認
識
が
、
つ
ま
り
は
こ
の
小
説
が
残
っ
た
の
で
す
が
、
漱
石
は
「
片
付
か
な
い
」

と
い
う
言
葉
で
、
無
媒
介
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
直
接
性
、
無
償
性
）
へ
の
夢
を
断

念
し
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
無
媒
介
と
い
う
も
の
の
あ
り
え
な
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
「
記
憶
」
と
い
う
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
が
あ
る
以
上
、
過
去
の
事
実
の
そ
の

ま
ま
の
再
現
は
あ
り
え
な
い
。
素
材
が
他
人
と
共
有
可
能
な
「
言
葉
」
と
し
て
組
織
さ
れ
る

こ
う
し
て
様
々
な
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
の
複
雑
な
交
錯
の
末
に
、
「
片
付
か
な
い
」
と
い

さ
う
し
て
自
分
の
時
間
に
対
す
る
態
度
が
、
あ
た
か
も
守
銭
奴
の
そ
れ
に
似
通
っ
て
ゐ

る
事
に
は
、
丸
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
（
三
）
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⑧
前
掲
④
に
同
じ
。

⑨
「
今
の
自
分
」
は
二
十
五
、
二
十
八
、
二
十
九
、
四
十
五
、
六
十
、
九
十
一
、
九
十
四
に
、

「
今
の
彼
」
は
二
、
八
、
十
六
、
二
十
、
二
十
四
、
三
十
三
、
同
、
三
十
四
、
四
十
四
、
五

⑦
前
掲
④
に
同
じ
。

⑥
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
時
間
を
Ｉ
与
え
る
」
（
「
他
者
の
言
語
ｌ
デ
リ
ダ
の
日
本
講
演
」
所

収
、
高
橋
允
昭
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
九
・
一
二
）
、
お
よ
び
中
沢
新
一
『
愛

と
経
済
の
ロ
ゴ
ス
ー
カ
イ
エ
・
ソ
バ
ー
ジ
ュ
Ⅲ
」
参
照
。
な
お
用
語
は
中
沢
氏
の
も
の
に

⑤
「
腹
の
内
」
「
腹
の
底
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
含
め
る
と
全
部
で
三
十
例
が
あ
り
、

う
ち
健
三
の
も
の
に
つ
い
て
は
三
、
五
、
九
、
十
、
十
三
、
十
四
、
二
十
六
、
二
十
九
、

四
十
五
、
四
十
七
、
四
十
九
、
五
十
三
、
五
十
六
、
五
十
七
、
六
十
三
、
六
十
四
、
六
十

③
荒
正
人
「
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
」
（
集
英
社
、
一
・

④
吉
田
熈
生
「
家
族
Ⅱ
親
族
小
説
と
し
て
の
「
道
草
」
」

収
、
三
好
行
雄
他
編
、
有
斐
閣
、
一
九
八
一
・
二
）

②
山
下
悦
子
「
明
治
文
学
と
養
子
制
度
夏
目
漱
石
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
批
評
空
間
」
第
六

①
武
田
信
明
。
小
説
（
フ

第
十
六
号
、
二
○
○
三
）

た
め
に
は
、
語
り
手
と
い
う
〈
媒
介
す
る
も
の
〉
な
し
に
は
す
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ

の
語
り
手
の
超
越
的
な
明
視
で
さ
え
、
盲
目
性
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

そ
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
「
過
去
」
が
あ
り
え
な
い
の
と
同
様
、
語
り
手
の
「
言
葉
」
も

ま
た
確
定
的
な
真
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
が
自
己
自
身
で
あ
る
た
め
に
も
、
〈
媒
介
す
る
〉

何
も
の
か
を
必
要
と
し
、
そ
の
〈
媒
介
〉
が
誤
っ
た
切
断
を
し
、
予
期
せ
ぬ
連
結
を
も
た
ら

し
て
も
、
そ
の
都
度
「
記
憶
」
を
編
み
直
し
「
自
己
」
を
書
き
換
え
て
い
く
こ
と
。
『
道
草
」

は
、
そ
う
し
た
構
築
の
断
念
へ
と
導
き
か
ね
な
い
苦
い
認
識
と
そ
れ
で
も
構
築
し
よ
う
と
す

る
強
い
欲
望
と
が
せ
め
ぎ
合
う
、
終
着
点
を
も
た
な
い
テ
キ
ス
ト
と
し
て
編
み
上
げ
ら
れ
た

作
品
な
の
で
す
。

従
う
。

「
腹
の
内
」
「
腹
の
底
」
と
い
う
そ
』

う
ち
健
三
の
も
の
に
つ
い
て
は
三
、

四
十
五
、
四
十
七
、
四
十
九
、
五
十
一

五
、
六
十
七
、
八
十
七
、
百
に
あ
る
。

号
、
一
九
九
二
）

注

（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
」
の
構
築
ｌ
「
虞
美
人
草
」
論
ｌ
」
（
「
漱
石
研
究
」

一
九
八
四
・
六
）

（
「
講
座
夏
目
漱
石
第
三
巻
』
所

十
、
五
十
三
、
五
十
七
、
六
十
一
、
六
十
二
、
六
十
七
、
七
十
三
、
九
十
三
に
、
そ
れ
ぞ

れ
使
用
例
が
あ
る
。

⑩
柴
市
郎
「
「
道
草
」
ｌ
交
換
・
貨
幣
・
書
く
こ
と
Ｉ
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
第
四
九
集
、

一
九
九
三
・
一
○
）

⑪
千
田
洋
幸
「
過
去
を
書
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
「
門
」
に
お
け
る
記
憶
と
他
者
」
（
「
漱

石
研
究
」
第
十
七
号
、
二
○
○
四
）

⑫
前
掲
⑩
に
同
じ
。

⑬
片
桐
雅
隆
『
過
去
と
記
憶
の
社
会
学
」
（
世
界
思
想
社
、
二
○
○
三
・
二
）

⑭
前
掲
⑪
に
同
じ
。

⑮
前
掲
⑩
に
同
じ
。

-12-


