
̶ 1 ̶

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
主
に
文
芸
時
評
や
文
庫
解
説
で
、「
凡
人
凡
語
」
を
正

面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
考
と
言
え
ず
、
考
察
の
具
体
性
に
は
欠
い
て
い
る
。
例

え
ば
菅
野
論
に
お
い
て
も
、「
日
常
性
」の
中
で
ど
の
よ
う
な「
苛
烈
な
障
害
」が
、

な
ぜ
生
ず
る
の
か
、
詳
し
い
解
説
は
為
さ
れ
て
い
な
い
。「
凡
人
凡
語
」
に
は
、

よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
必
要
と
言
え
る
。結
論
を
少
し
記
す
と
、「
凡
人
凡
語
」

は
、
庶
民
の
「
日
常
」
を
描
き
つ
つ
、
そ
の
中
に
戦
後
社
会
の
「
平
和
」
を
象

徴
さ
せ
て
い
る
。
一
見
「
平
和
」な
戦
後
社
会
に
お
い
て
、そ
こ
に
生
き
る
人
々

の
人
間
関
係
が
、
さ
ら
に
は
精
神
世
界
が
、
実
際
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
追

求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
表
す
こ
と
に
お
い

て
、「
凡
人
凡
語
」
は
梅
崎
文
学
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
一
作
と
言

え
る
。
以
下
に
考
察
を
進
め
た
い
。

一
―
（
１
）

向
う
か
ら
犯
さ
れ
る
こ
と
な
く
、こ
ち
ら
か
ら
も
邪
魔
す
る
こ
と
な
く
、

は
じ
め
に

昭
和
三
十
七
年
六
月
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
梅
崎
春
生
の
短
編
「
凡
人
凡

語
」
は
、
発
表
直
後
か
ら
今
日
ま
で
、
庶
民
の
「
日
常
」
を
描
い
た
、
梅
崎
文

学
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
市
井
も
の
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
１
）

。
例
え
ば

近
年
で
は
、
菅
野
昭
正
が
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、「
あ
る
庶
民
的
な
界
隈
の
日
々

の
生
活
が
ど
ん
な
ふ
う
に
流
れ
て
い
る
か
、
そ
の
様
相
を
た
い
へ
ん
分
り
や
す

く
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
く
れ
る
」
と
指
摘
し
、
か
つ
「
日
常
性
の
な
か
に
も
苛

烈
な
障
害
が
あ
る
」
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
論
じ
た
（
２
）
。

「
凡
人
凡
語
」
は
、
一
人
暮
ら
し
の
画
家
「
ぼ
く
」
を
語
り
手
と
し
て
、
タ

バ
コ
店
の
主
人
森
甚
五
お
よ
び
そ
の
息
子
平ひ
ら
か
ず和
、
そ
し
て
赤
木
医
院
の
院
長
赤

木
医
師
な
ど
、「
町
内
の
人
々
」
と
「
ぼ
く
」
と
の
関
わ
り
を
描
い
て
い
る
。
な

る
ほ
ど
表
面
上
は
、
庶
民
の
「
日
常
」
を
描
い
た
「
市
井
も
の
」
と
言
う
雰
囲

気
が
あ
り
、
こ
れ
ら
先
行
評
は
、
大
ま
か
な
方
向
に
お
い
て
適
切
と
言
え
よ
う
。

梅
崎
春
生
「
凡
人
凡
語
」
に
お
け
る
二
つ
の
モ
チ
ー
フ

︱ 

遺
作
「
幻
化
」
へ
の
導
入
と
し
て 

︱

高

　

木

　

伸

　

幸
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大
久
保
を
「
引
っ
か
」
く
と
い
う
事
件
も
起
こ
し
た

（
３
）

。
フ
ク
も
「
放
っ
て
は
置

け
」
ず
、
甚
五
は
精
神
病
院
の
大
部
屋
へ
「
公
費
患
者
」
と
し
て
入
院
さ
せ
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
甚
五
は
、
入
院
後
間
も
な
く
、
病
院
を
抜
け
出
し
、
森
タ
バ

コ
店
へ
戻
っ
て
く
る
と
、
妻
へ
「
男
は
ど
こ
に
隠
し
た
？
」「
男
を
出
せ
！
」
と

怒
鳴
り
つ
け
、さ
ら
に
は
妻
が
隠
し
た
「
男
」
と
し
て
、「
ぼ
く
」
の
名
前
を
「
大

声
で
わ
め
い
て
」「
ひ
と
あ
ば
れ
し
た
」。
甚
五
は
、
フ
ク
の
浮
気
相
手
と
し
て

「
ぼ
く
」
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
甚
五
の
「
妄
想
」

に
過
ぎ
な
い
。「
ぼ
く
」
の
「
身
に
覚
え
は
な
」
く
、
フ
ク
も
「
あ
ん
な
蟹
み

た
い
な
男
と
浮
気
す
る
ほ
ど
、
あ
た
し
は
落
ち
ぶ
れ
て
や
し
な
い
よ
」
と
甚
五

へ
言
い
返
し
て
い
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
「
ぼ
く
」
が
甚
五
の
「
嫉
妬
妄
想
」
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、

「
ぼ
く
」
も
森
タ
バ
コ
店
の
常
連
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
直
接
の
原
因
を
求

め
ら
れ
よ
う
。
森
タ
バ
コ
店
は
、
ヤ
ミ
商
売
と
し
て
、「
お
で
ん
」「
二
級
酒
」

を
販
売
し
て
お
り
、
大
久
保
や
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
利
用
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
常
連
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
姿

を
、
平
和
が
「
タ
バ
コ
売
場
の
方
」
で
「
勉
強
し
」
な
が
ら
確
実
に
目
に
し
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、
父
・
甚
五
が
病
院
か
ら
抜
け
出
し
て
来
て
、
わ
め
き
、
暴

れ
た
際
に
も
、
や
は
り
平
和
は
「
石
の
よ
う
に
顔
を
硬
直
さ
せ
て
」
そ
の
場
に

居
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
ぼ
く
」は
、た
だ
常
連
客
で
あ
っ
た
と
い
う
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
、甚
五
か
ら
妻
と
の
浮
気
を
「
妄
想
」
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
甚
五
の
姿
を
見
た
息
子
・
平
和
か
ら
、
母
と
の
浮
気
相
手
で
あ
り
、
父
を

一
方
交
通
的
に
、
そ
こ
は
か
と
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
人
間
関

係
を
、
人
間
同
士
の
乾
い
た
つ
な
が
り
を
、
ぼ
く
は
嘉
し
と
す
る
ん
で
す

が
ね
え
。（
中
略
）
だ
か
ら
ぼ
く
は
日
頃
か
ら
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て

い
る
。
自
分
か
ら
動
く
な
。
働
き
か
け
る
な
。
身
を
乗
り
出
す
な
。
こ
れ

が
三
十
何
年
か
か
っ
て
ぼ
く
が
身
に
つ
け
た
、
趣
味
と
言
い
ま
す
か
、
処

世
法
と
言
う
か
、
ま
あ
そ
う
言
っ
た
も
の
で
す
な
。

語
り
手
「
ぼ
く
」
の
生
活
信
条
で
あ
る
。
実
際
、「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
通
り

に
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
、
森
タ
バ
コ
店
の
息
子
、
森
平ひ
ら
か
ず和

か
ら
嫌
わ
れ
、

憎
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
。「
ぼ
く
」
が
「
母
屋
で
飼
っ
て
い
る
犬
を
連
れ
て
散

歩
に
出
か
け
、
中
学
校
の
傍
を
歩
い
て
い
」
た
際
、「
野
球
の
ボ
ー
ル
が
飛
ん

で
来
」
て
「
バ
ク
（
犬
の
名
）
の
鼻
柱
に
命
中
し
た
」。
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
の

は
「
こ
の
中
学
校
の
生
徒
」
で
も
あ
っ
た
森
平
和
。「
そ
れ
球
に
し
て
は
勢
い

が
強
過
ぎ
」
で
、「
ぼ
く
に
当
て
る
つ
も
り
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
狂
っ
て
、
バ

ク
に
命
中
し
て
し
ま
っ
た
」。「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
よ
う
に
「
仮
説
」
を
立
て
た

の
で
あ
る
。

こ
の
「
ぼ
く
」
の
「
仮
説
」
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

基
本
的
に
は
、
そ
れ
を
正
し
い
も
の
と
受
け
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。「
ぼ
く
」
が

右
の
「
仮
説
」
を
立
て
る
以
前
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

平
和
の
父
で
あ
り
、
タ
バ
コ
店
主
の
森
甚
五
。
彼
は
妻
フ
ク
が
「
浮
気
で
も

し
て
る
か
と
、疑
っ
て
」
お
り
、別
の
理
由
か
ら
、森
タ
バ
コ
店
の
常
連
の
一
人
、
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患
者
の
手
続
き
を
取
っ
て
や
っ
た
り
し
た
」。そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
ぼ
く
」は
、

「（
大
久
保
が
）
役
所
勤
め
な
の
で
そ
の
方
面
の
伝
手
が
多
い
の
で
し
ょ
う
」
と

推
測
し
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

し
か
し
い
く
ら
伝
手
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
身
内
で
も
な
い
赤
の
他
人

の
世
話
を
焼
く
な
ん
て
、
そ
の
情
熱
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う

か
。
人
に
親
切
に
す
る
の
は
悪
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
が
、
そ
れ
に
か
か
り
き

る
と
い
う
こ
と
は
、生
き
方
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

「
ぼ
く
」
は
他
人
か
ら
必
要
以
上
に
親
切
に
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
上
に
、

人
が
誰
か
に
、
や
は
り
必
要
以
上
に
親
切
に
し
た
り
、
世
話
を
焼
い
た
り
す
る

の
を
見
る
の
も
好
ま
な
い
人
物
と
言
え
る
。「
ぼ
く
」
は
「
人
間
同
士
の
乾
い

た
つ
な
が
り
」
を
「
嘉
し
と
す
る
」
と
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
と
人
と
が
、

べ
た
べ
た
結
び
つ
く
こ
と
、
い
わ
ば
〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉
に
よ
っ
て
関
わ
り

合
う
こ
と
に
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

甚
五
の
妻
フ
ク
へ
、
大
久
保
が
、
甚
五
の
神
経
科
受
診
を
勧
め
る
場
面
に
目

を
向
け
る
と
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
「
ぼ
く
」
は
、
大
久
保
の
言
動
に
対
し

て
、
や
は
り
「
余
計
な
お
世
話
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
加
え
て
大
久
保
や
フ
ク

を
含
め
た
「
町
内
の
人
々
」
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
、「
こ
こ
ら
は
向
う
三
軒

両
隣
的
人
情
で
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
の
感
想
を
抱
く
。
こ
の
「
ぼ
く
」
の
感

想
に
含
ま
れ
た
、「
向
う
三
軒
両
隣
」
は
、
一
見
、
如
何
に
も
庶
民
的
な
言
葉
で
、

こ
れ
ま
で
こ
の
小
説
に
庶
民
の
「
日
常
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
繰

り
返
さ
れ
て
き
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
戦
時
中
、
こ
の
「
向
う
三
軒
両

精
神
病
院
に
追
い
込
ん
だ
元
凶
だ
と
思
い
込
ま
れ
、
憎
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
そ

の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。

右
の
ご
と
く
「
ぼ
く
」
は
、不
本
意
に
も
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
、「
凡
人
凡
語
」
は
、
菅
野
昭
正
が
指
摘
す
る
ご

と
く
、「
日
常
性
」
の
中
に
「
苛
烈
な
障
害
」
を
描
い
た
小
説
だ
と
、
な
る
ほ

ど
言
え
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
分
析
で
は
、
こ
の
小
説
の
表
面
を
捉
え
た
に
過
ぎ
ま

い
。
な
ぜ
「
ぼ
く
」
は
常
連
客
で
あ
っ
た
だ
け
で
、
甚
五
か
ら
「
嫉
妬
妄
想
」

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
も
同
じ
常
連
客
の
大
久
保
で
な
く
、「
ぼ
く
」

で
あ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
ぼ
く
」
は
な
ぜ
「
町

内
の
人
々
」
に
対
し
て
、
自
分
か
ら
「
働
き
か
け
」
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
そ

こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

で
、「
凡
人
凡
語
」
の
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
見
え
て

こ
よ
う
。一

―
（
２
）

例
え
ば
「
ぼ
く
」
は
、
町
内
の
惣
菜
屋
や
八
百
屋
へ
買
い
物
に
行
っ
た
際
、

店
の
人
た
ち
が
「
菜
っ
葉
や
肉
を
押
し
つ
け
が
ま
し
く
お
ま
け
し
て
呉
れ
た
り

す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
先
ず
は
オ
セ
ッ
カ
イ
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
」
と

考
え
て
い
る
。

ま
た
甚
五
の
入
院
に
当
た
っ
て
、
大
久
保
は
「
せ
っ
せ
と
骨
を
折
り
、
公
費
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を
遂
げ
た

（
６
）

。
梅
崎
春
生
は
そ
の
直
後
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
蟻
と
蟻
地
獄
」

（
昭
和
二
十
八
年
七
月
『
新
潮
』）
の
中
で
、「
昨
年
（
昭
和
二
十
七
年
）
だ
か

私
の
住
ん
で
い
る
町
に
、
防
火
防
犯
協
会
と
い
う
の
が
出
来
て
、
私
の
知
ら
な

い
間
に
私
の
家
も
そ
れ
に
加
入
し
て
い
た
」
が
、
し
か
し
「
協
会
な
る
も
の
の

正
体
」
は
「
旧
隣
組
復
活
の
第
一
歩
」
だ
と
「
は
っ
き
り
知
れ
て
い
る
の
で
」、

そ
の
「
防
火
防
犯
協
会
」を
「
脱
会
」し
た
と
記
し
、ま
た
そ
の
協
会
の
「
組
長
」

は
「
隣
組
組
長
的
タ
イ
プ
」で
、彼
ら
「
組
長
族
の
表
情
」は
「
感
覚
的
に
嫌
い
」

だ
と
も
書
い
て
い
る
。
梅
崎
春
生
が
「
戦
時
中
の
隣
組
」
を
嫌
悪
し
、
そ
の
復

活
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
明
ら
か
と
言
え
よ
う
。

「
凡
人
凡
語
」
に
お
け
る
「
向
う
三
軒
両
隣
的
人
情
」
を
、
そ
の
ま
ま
「
戦

時
中
の
隣
組
」
と
同
列
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
小
説
発
表
時

と
同
じ
昭
和
三
十
年
代
半
ば
、
つ
ま
り
終
戦
か
ら
十
七
年
目
と
お
ぼ
し
き
時
代

背
景
（
７
）

の
中
、〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉
を
持
っ
て
描
か
れ
る
、こ
の
「
町
内
の
人
々
」

の
関
係
に
は
、「
戦
時
中
の
隣
組
」
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
要
素
が
少
な
か

ら
ず
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
「
町
内
の
人
々
」が
「
オ
セ
ッ
カ
イ
」の
上
に
「
噂
」

好
き
ら
し
く
、特
に
大
久
保
の
場
合
は
「
詮
索
好
き
」で
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
、「
隣

組
」
に
お
け
る
「
自
発
的
」
な
相
互
牽
制
・
監
視
、「
お
せ
っ
か
い
の
制
度
化
」

を
、
彼
ら
が
自
覚
せ
ず
と
も
無
意
識
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
も
「
ぼ
く
」
は
、
森
平
和
に
つ
い
て
、「
終
戦
後
に
生
れ
た
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
何
が
何
で
も
勝
ち
抜
く
ぞ
の
時
代
に
、
自
分
の
子
供
に
平
和
な

ん
て
名
が
つ
け
ら
れ
る
筈
は
な
い
で
す
か
ら
ね
え
」
と
語
っ
て
い
る
。「
こ
ん

隣
」
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「『
隣
組
』
の
別
名
」
（
４
）で

あ
っ
た
。

「
隣
組
」
と
は
、「
国
家
総
動
員
法
（
一
九
三
八
年
法
律
第
五
五
号
）
の
も
と

で
、
住
民
を
そ
の
生
活
の
末
端
に
お
い
て
捕
捉
・
管
理
す
る
と
と
も
に
、
戦
争

へ
の
『
住
民
参
加
』
の
意
識
と
儀
式
と
形
式
を
確
立
す
る
た
め
の
『
装
置
』
と

し
て
、
国
家
に
よ
り
目
的
意
識
的
に
創
出
さ
れ
た
」。
例
え
ば
同
じ
時
期
、「
東

京
市
の
『
町
会
整
備
運
動
』
で
も
、一
丁
目
ご
と
に
一
町
会
を
作
る
と
と
も
に
、

『
向
こ
う
三
軒
両
隣
』
で
隣
組
を
つ
く
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
」
（
５
）。
水
島

朝
穂
は
「
住
民
管
理
の
細
胞
『
隣
組
』」（「
防
空
法
制
下
の
庶
民
生
活
」
③
④
、

平
成
八
年
三
月
・
六
月
『
三
省
堂
ぶ
っ
く
れ
っ
と
』
118
・
119
号
）
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

隣
組
は
、
地
域
の
隅
々
ま
で
、
無
数
の
細
胞
の
よ
う
に
伝
播
し
、
上
か

ら
命
令
を
下
さ
な
く
て
も
、「
自
発
的
」
に
互
い
を
牽
制
・
監
視
し
あ
う

仕
組
み
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。（
中
略
）
家
族
の
悩
み
か
ら
「
今
日
の

夕
飯
」
ま
で
す
べ
て
を
知
り
合
う
関
係
と
は
「
お
せ
っ
か
い
の
制
度
化
」

に
と
ど
ま
ら
な
い
。「
向
こ
う
三
軒
両
隣
」と
い
う
最
も
近
接
し
た
関
係
が
、

相
互
の
親
密
な
「
助
け
合
い
」を
生
み
出
す
の
と
裏
腹
に
、「
異
質
な
も
の
」

を
素
早
く
キ
ャ
ッ
チ
す
る
感
知
器
の
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
隣
組
」
は
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
、
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
第
十
五
条

に
よ
る
「
町
内
会
」
禁
止
と
と
も
に
消
滅
し
た
。
し
か
し
「
町
内
会
」
自
体
は
、

「
防
犯
協
会
」「
防
火
協
会
」
と
言
っ
た
名
目
で
事
実
上
存
続
し
、
二
十
七
年
十

月
、
対
日
講
和
条
約
発
効
に
伴
う
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
失
効
に
よ
り
、
公
的
な
復
活



̶ 5 ̶

内
の
人
々
」
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
て
も
、「
原
則
と
し
て
返
事
」
を
せ
ず
、「（
返

事
を
）
す
れ
ば
事
が
け
ば
だ
つ
」
と
考
え
て
い
る
。
必
要
以
上
の
会
話
を
略
す

る
こ
と
で
、「
隣
組
」的
な
人
間
関
係
の
中
で
あ
り
が
ち
な
、「
牽
制
・
監
視
」「
詮

索
」
を
避
け
た
い
が
故
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ぼ
く
」
は
、「
町
内
の
人
々
」

に
対
し
て
、
自
分
か
ら
「
働
き
か
け
」
ず
、
い
わ
ば
一
歩
身
を
引
い
て
、
距
離

を
取
り
な
が
ら
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
が
故
に
、「
町
内
の
人
々
」

の
中
で
は
、「
変
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
」。「
隣
組
」
の
ご
と

き
濃
密
な
人
間
関
係
の
中
で
は
、
そ
こ
に
深
く
入
ら
ず
、
積
極
的
な
関
わ
り
を

持
と
う
と
し
な
い
人
物
は
、
周
囲
か
ら
「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
、
差
別
的
視

線
を
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、「
ぼ
く
」
と
大
久
保
の
間
で
交
わ
し
た
や
り
取
り

に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
大
久
保
は
先
に
触
れ
た
ご
と
く
、
甚
五
の
入
院
に
つ

い
て
世
話
を
焼
く
な
ど
、
森
夫
妻
の
間
に
「
ず
い
ぶ
ん
立
ち
入
っ
て
い
」
た
。

そ
の
大
久
保
で
な
く
、
特
に
「
何
も
し
て
い
な
い
」「
ぼ
く
」
が
甚
五
の
「
嫉

妬
妄
想
」
の
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
大
久
保
へ
、「
ど
う
し
て

君
が
疑
わ
れ
ず
、
ぼ
く
が
疑
わ
れ
る
ん
だ
ろ
う
」
と
質
問
す
る
も
、
大
久
保
は

「
ぼ
く
」
へ
、「
何
も
し
て
な
い
か
ら
、
疑
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
よ
」
と
返
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
大
久
保
の
返
答
は
、「
ど
ん
な
意
味
か
判
ら
な
い
」
と
「
ぼ
く
」
も
答

え
て
い
る
よ
う
に
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
、
い
ま
一
つ
捉
え
に
く
い
。

な
世
代
が
大
き
く
な
る
と
、
案
外
こ
の
町
の
両
隣
的
性
格
も
消
滅
し
て
し
ま
う

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
え
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

平ひ
ら
か
ず和

は
、
そ
の
名
前
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
後
生
ま
れ
で
あ
り
、「
平
和
」

な
日
本
社
会
を
背
景
と
し
た
人
物
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
平
和
が
、
友
達
の
亀

田
君
と
「
ち
ッ
、
け
ッ
、
た
ッ
！
」
と
の
か
け
声
で
じ
ゃ
ん
け
ん
す
る
場
面
な

ど
は
、
如
何
に
も
「
平
和
」
な
世
の
中
を
表
す
趣
が
強
い
。
こ
の
小
説
に
描
か

れ
て
い
る
庶
民
の
「
日
常
」
は
、
実
は
戦
後
社
会
の
「
平
和
」
を
象
徴
し
て
い

る
こ
と
が
、こ
の
平
和
の
存
在
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。も
っ
と
も「
ぼ
く
」

に
と
っ
て
平
和
は
、
自
分
の
こ
と
を
憎
み
、
嫌
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
相
手
で
も

あ
る
か
ら
、「
ぼ
く
」
の
視
点
に
よ
る
こ
の
小
説
の
中
で
、
平
和
は
決
し
て
好

意
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
感
情
に
も

拘
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
平
和
の
ご
と
き
戦
後
生
ま
れ
が
、「
こ
の
町
の
両
隣

的
性
格
」
を
「
消
滅
」
さ
せ
る
世
代
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
つ
ま
り
「
向
う
三
軒
両
隣
的
人
情
」
は
、「
平
和
」
な
戦
後
社
会
の
中
で
、

こ
れ
か
ら
失
わ
れ
て
い
く
べ
き
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
や
は
り
「
隣
組
」
に
通
ず

る
戦
前
的
な
人
間
関
係
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」は「
三
十
七
歳
」で
あ
り
、終
戦
時
は
二
十
歳
で
あ
っ
た
計
算
に
な
る
。

当
然
、「
戦
時
中
の
隣
組
」
に
つ
い
て
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
世
代
で
あ
る
。

そ
の
「
ぼ
く
」
が
「
町
内
の
人
々
」
の
、
そ
の
〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉
に
嫌
悪

感
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
関
係
の
中
に
、「
戦
時
中
の
隣
組
」
の
ご
と

き
気
配
を
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
。
特
に
「
ぼ
く
」
は
、「
町
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入
ろ
う
と
し
な
い
故
に
、「
ぼ
く
」
は
「
変
人
」
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、

甚
五
の
「
妄
想
」
を
よ
り
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
原
因
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
形
で
膨
ら
ん
だ
父
・
甚
五
の
「
嫉
妬
妄
想
」
を
間
近
で
目
に
し
た

こ
と
で
、
平
和
は
「
ぼ
く
」
に
対
す
る
憎
し
み
、
嫌
悪
を
抱
く
に
至
っ
た
。
だ

と
す
れ
ば
、「
ぼ
く
」
が
平
和
か
ら
ボ
ー
ル
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
危

う
い
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
間
接
的
な
意
味
に
お
い
て
、

「
乾
い
た
つ
な
が
り
」
を
嘉
し
と
す
る
、「
ぼ
く
」
の
生
活
信
条
が
、
逆
に
災
い

し
た
結
果
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
日
常
」
に
潜
ん
だ
「
苛
烈
な

障
害
」
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
招
い
た
〈
他
者
と
の
つ
な
が
り
〉
の
問
題
こ

そ
、「
凡
人
凡
語
」
か
ら
読
み
取
る
べ
き
主
要
モ
チ
ー
フ
と
言
え
よ
う
。

昭
和
二
十
六
年
十
月
、朝
日
新
聞
社
が
実
施
し
た
全
国
世
論
調
査
を
見
る
と
、

「
町
内
会
や
隣
組
、
部
落
会
は
現
在
、
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
と
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
最
近
こ
の
禁
止
を
解
こ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
い
ま
す
。
あ
な
た

は
こ
の
意
見
に
賛
成
で
す
か
、
反
対
で
す
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、「
賛
成

六
五
％
、反
対
一
八
％
、わ
か
ら
な
い
一
七
％
」と
い
う
回
答
結
果
が
出
て
い
る
。

賛
成
理
由
と
し
て
は
、「
部
落
の
協
調
が
は
か
れ
る
か
ら
、
復
活
さ
せ
る
べ
き
」

「
遠
く
の
親
類
よ
り
近
く
の
他
人
」「
近
所
の
人
と
相
談
で
き
る
」
な
ど
が
見
ら

れ
た
（
８
）
。
過
半
数
を
大
き
く
上
回
る
賛
成
で
あ
り
、こ
れ
ら
賛
成
理
由
を
見
て
も
、

戦
後
社
会
の
中
で
、
日
本
人
の
多
く
は
、「
隣
組
」
的
な
〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉

を
決
し
て
否
定
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
肯
定
派
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
世
論
調
査
の
一
年
後
、「
町
内
会
」

あ
く
ま
で
皮
肉
を
込
め
た
ユ
ー
モ
ア
に
留
ま
る
か
と
も
思
え
る
。
し
か
し
、
よ

り
深
く
踏
み
込
ん
で
捉
え
れ
ば
、
人
間
関
係
の
中
で
、
特
に
「
隣
組
」
の
ご
と

き
〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
妄
想
、
疑
い
の
対
象

と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
憎
し
み
や
嫌
悪
を
受
け
て
い
く
の
か
、
一
つ
の
示
唆
を
与

え
て
い
る
と
も
言
い
得
る
。

人
間
関
係
の
中
で
、〈
濃
密
な
つ
な
が
り
〉
を
持
ち
、
互
い
の
こ
と
を
よ
く

知
り
合
っ
た
他
者
と
、
常
に
距
離
を
取
っ
て
、「
乾
い
た
つ
な
が
り
」
し
か
持

た
な
い
他
者
と
で
は
、
何
か
事
が
起
こ
っ
た
時
、
疑
い
の
目
を
向
け
や
す
い
の

は
、
後
者
と
言
え
よ
う
。
互
い
に
よ
く
知
る
関
係
で
も
、
常
時
疑
わ
し
い
行
動

を
し
て
い
る
人
物
で
あ
れ
ば
、
話
し
は
別
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
限
り
、
日

ご
ろ
深
く
接
し
て
い
る
相
手
に
対
し
て
、
疑
い
の
気
持
を
持
つ
こ
と
に
は
申
し

訳
な
さ
が
伴
う
。
対
し
て
距
離
感
の
あ
る
他
者
で
あ
れ
ば
、
申
し
訳
な
く
思
う

必
要
は
な
く
、
相
手
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
分
、
疑
い
の
念
も
「
妄
想
」
の

ご
と
く
膨
ら
み
や
す
い
。
ま
し
て
「
隣
組
」
の
ご
と
き
関
係
の
中
で
あ
れ
ば
、

そ
こ
に
深
く
入
ら
ず
、
距
離
を
取
り
続
け
る
人
間
は
、「
異
質
な
も
の
」
と
見

做
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
疑
い
の
目
を
向
け
ら
れ
る
の
も
自
然
な
成
り
行
き

と
言
え
よ
う
。

と
も
に
森
タ
バ
コ
店
の
常
連
客
で
あ
り
な
が
ら
、
大
久
保
は
森
夫
妻
と
〈
濃

密
な
つ
な
が
り
〉
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、「
ぼ
く
」
は
距
離
を
取
り
な
が

ら
接
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
甚
五
は
、
大
久
保
で
な
く
、「
ぼ
く
」
へ
「
嫉

妬
妄
想
」
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、「
町
内
の
人
々
」
の
中
に
、
深
く
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始
め
」
た
。
以
来
、
外
を
歩
く
彼
の
姿
は
「
う
つ
む
き
勝
ち
」
で
、「
暗
い
影

を
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う
」
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
頃
か
ら
精
神
を
病

み
始
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
赤
木
医
師
に
よ
れ
ば
、
甚
五
に
は
「
ア
ル
中
の

気
も
あ
る
よ
う
だ
し
、
欝
状
態
が
歴
然
と
あ
ら
わ
れ
て
い
」
る
、
と
の
こ
と
。

そ
こ
に
「
嫉
妬
妄
想
」
が
加
わ
る
。「
ぼ
く
」
は
甚
五
に
つ
い
て
、「
元
来
が
小

心
で
意
志
の
弱
い
男
な
の
で
す
。
そ
れ
に
更
年
期
と
い
う
条
件
が
加
わ
り
、
や

り
切
れ
な
さ
を
酒
で
ご
ま
か
し
て
い
る
中
に
、
つ
い
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
捕
虜
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
語
っ
て
い
る
。〈
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
病
性

障
害
〉
や
、〈
更
年
期
う
つ
病
〉
に
は
、「
妄
想
」
の
傾
向
が
見
ら
れ
る（

10
）
と
の

こ
と
で
、
甚
五
の
「
嫉
妬
妄
想
」
も
、
そ
の
よ
う
な
症
状
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
欝
状
態
」
は
、実
は
森
甚
五
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
小
説
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
と
、「
ぼ
く
」
や
赤
木
医
師
に
お
い
て
も
、

そ
う
し
た
症
状
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
赤
木
医
師
の
場
合
、「
一
年
に
一
度
ぐ
ら
い
、
変
に
な
」
っ
て
、
精

神
病
院
で
あ
る
「
Ｍ
病
院
」
に
入
院
し
て
い
る
。
一
方
、「
ぼ
く
」
に
お
い
て
は
、

そ
の
赤
木
医
師
か
ら
「
関
心
」
を
寄
せ
ら
れ
、「
病
気
」
だ
と
決
め
つ
け
ら
れ

て
い
る
。「
欝
屈
し
ち
ゃ
い
か
ん
」「
甚
五
み
た
い
に
な
る
よ
」
と
叱
責
も
さ
れ

て
い
る
。
し
か
も
物
語
の
結
末
近
く
に
は
、こ
の
二
人
の
「
病
気
」
に
つ
い
て
、

次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

―
春
の
今
頃
の
時
節
の
、
日
曜
日
の
昼
下
り
と
い
う
の
は
、
へ
ん
に
む

し
む
し
し
て
、
気
分
が
欝
す
る
も
の
で
す
ね
え
。
赤
木
医
師
も
毎
年
今
頃

が
公
的
に
復
活
し
た
の
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
昭
和
三
十
年

代
に
入
る
と
、
東
京
都
で
は
区
内
の
町
内
会
を
束
ね
た
「
連
合
町
会
」
が
、
多

く
の
区
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
（
９
）

。
梅
崎
に
は
戦
後
日
本
人
の
大
半
を

占
め
て
い
た
そ
の
よ
う
な
考
え
、
人
間
関
係
の
あ
り
方
が
、
戦
前
に
通
ず
る
も

の
と
し
て
、
好
ま
し
か
ら
ず
思
え
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

す
な
わ
ち
終
戦
か
ら
十
七
年
を
経
て
、
如
何
に
も
「
平
和
」
な
日
本
社
会
で

あ
る
が
、「
町
内
の
人
々
」
つ
ま
り
共
同
体
内
に
は
、
未
だ
「
戦
時
中
の
隣
組
」

の
ご
と
き
濃
密
な
関
係
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
他
者
と
適
切
な
つ
な

が
り
を
持
つ
こ
と
の
難
し
さ
、
乾
い
た
人
間
関
係
を
構
築
す
る
困
難
さ
が
、
一

つ
の
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
こ
の
小
説
に
は
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
―
（
１
）

次
に
「
凡
人
凡
語
」
に
つ
い
て
、
そ
の
主
要
登
場
人
物
に
注
目
し
、
特
に
彼

ら
の
精
神
状
態
を
少
し
詳
し
く
分
析
し
て
み
た
い
。
彼
ら
の
精
神
状
態
に
は
、

あ
る
共
通
し
た
傾
向
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
い
ま
一
つ
の
側
面
、
も

う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
森
甚
五
。
既
に
触
れ
た
ご
と
く
、
甚
五
は
、
精
神
病

院
に
入
院
し
て
い
る
。
甚
五
は
「
戦
後
の
タ
バ
コ
不
足
の
時
代
」
に
「
大
い
に

威
張
っ
て
」
販
売
し
て
い
た
ば
か
り
に
、「
タ
バ
コ
が
た
く
さ
ん
出
廻
る
よ
う

に
な
る
と
」、
周
囲
か
ら
「
白
い
眼
で
見
ら
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

甚
五
は
や
む
な
く
、
タ
バ
コ
売
場
は
妻
に
任
せ
、「
自
分
は
外
廻
り
の
仕
事
を
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て
言
え
ば
、赤
木
医
師
の
場
合
、彼
の
狷
介
な
態
度
も
あ
っ
て
、医
院
に
来
る「
患

者
の
数
も
ご
く
す
く
な
い
」と
あ
り
、そ
の
影
響
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ぼ

く
」の
場
合
は
、後
に
改
め
て
検
討
す
る
が
、決
し
て
自
分
か
ら
は
「
働
き
か
け
」

な
い
、そ
の
生
活
信
条
か
ら
生
じ
た
可
能
性
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
森
甚
五
に
、
赤
木
医
師
と
「
ぼ
く
」
を
加
え
た
、「
凡
人
凡
語
」

の
主
要
登
場
人
物
三
名
は
、
程
度
の
強
弱
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
「
欝
」

の
症
状
を
露
わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で「
ぼ
く
」と
森
平
和
の
関
係
に
つ
い
て
、改
め
て
目
を
向
け
て
み
た
い
。

「
ぼ
く
」
は
、
森
平
和
の
投
げ
た
ボ
ー
ル
が
バ
ク
の
鼻
柱
に
命
中
し
た
直
後
、

例
の
「
仮
説
」
を
そ
の
場
で
思
い
描
き
つ
つ
も
、
そ
の
「
仮
説
」
を
表
に
出
す

こ
と
は
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。「
も
し
そ
の
仮
説
に
し
た
が
っ
て
わ
め
け
ば
、
ぼ

く
も
甚
五
並
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。「
ぼ
く
」
は
、
自
分

の
考
え
が
、他
人
か
ら
「
妄
想
」と
捉
え
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
い
る
。
実
際
、「
ぼ

く
」
の
「
仮
説
」
が
本
当
に
正
し
い
の
か
、
真
相
は
不
明
で
あ
る
。
万
一
、
そ

れ
が
間
違
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
妄
想
」
と
ま
で
言
え
な
く
と
も
、
そ
の
入

口
に
あ
る
心
理
状
態
と
も
言
い
得
る
。

対
し
て
森
平
和
に
目
を
向
け
る
と
、「
ぼ
く
」の
「
仮
説
」が
「
妄
想
」で
な
く
、

正
し
か
っ
た
場
合
、
今
度
は
平
和
が
「
妄
想
」
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
平
和
が
「
ぼ
く
」
を
憎
み
、
嫌
っ
て
い
る
理
由
、

つ
ま
り
父
・
甚
五
の
精
神
病
院
入
院
の
元
凶
を
「
ぼ
く
」
に
求
め
る
そ
の
考
え

が
、
結
局
は
平
和
の
思
い
込
み
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

の
気
候
が
、
一
番
体
や
頭
に
悪
い
と
、
い
つ
か
問
わ
ず
語
り
に
話
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
赤
木
老
先
生
も
こ
の
二
週
間
ば
か
り
さ
っ
ぱ
り
こ
こ
に
姿

を
あ
ら
わ
し
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
彼
も
む
し
む
し
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。

「
気
分
が
欝
す
る
」
と
の
語
句
に
よ
り
、「
病
気
」
と
言
わ
れ
る
「
ぼ
く
」
が

「
欝
状
態
」
ら
し
く
、「
一
年
に
一
度
」
入
院
す
る
赤
木
医
師
も
、
ほ
ぼ
同
じ
状

態
で
あ
ろ
う
こ
と
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
梅
崎
春
生
は
短
編
「
空
の

下
」（
昭
和
二
十
六
年
八
月
『
新
潮
』）
に
お
い
て
、「
ふ
だ
ん
は
無
口
な
ご
く

お
と
な
し
い
」「
飛
松
ト
リ
さ
ん
」が
、「
毎
年
今
ご
ろ
の
時
節
」、す
な
わ
ち「
春
」

の
「
若
葉
ど
き
」
に
な
る
と
、「
所
業
も
少
々
正
常
で
な
く
な
」
り
、「
だ
っ
て

ム
シ
ム
シ
す
る
ん
だ
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
古
畳
や
長
火
鉢
を
燃
や
し
て
し
ま

う
様
子
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
「
飛
松
ト
リ
さ
ん
」
の
場
合
、「
欝
」
で
は
な

い
よ
う
だ
が
、
梅
崎
文
学
に
お
い
て
、「
春
」
の
「
む
し
む
し
」
は
、
精
神
に

異
常
を
来
す
気
候
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
言
え
よ
う
。

「
ぼ
く
」
と
赤
木
医
師
の
場
合
、
右
の
一
節
よ
り
、「
欝
状
態
」
の
中
で
も
、

毎
年
特
定
の
季
節
に
な
る
と
発
病
す
る〈
季
節
性
う
つ
病
〉と
捉
え
ら
れ
る
。〈
季

節
性
う
つ
病
〉
は
、「
日
照
時
間
が
短
く
な
る
」「
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
」
発
病

す
る
患
者
が
大
多
数
で
あ
る
も
の
の
、「
春
や
梅
雨
時
に
、
決
ま
っ
て
う
つ
状

態
が
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る（

11
）
」。
二
人
は
こ
の
後
者
に
当
て
は
ま
る
も
の
と

言
え
よ
う
。

彼
ら
二
人
が
「
欝
状
態
」
に
あ
る
詳
し
い
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
え
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文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
お
よ
そ
十
二
年
目
、
つ
ま
り
昭
和
三
十
三
年
秋
頃
か
ら
心

身
の
不
調
を
訴
え
、「
凡
人
凡
語
」
発
表
の
約
三
年
前
に
あ
た
る
三
十
四
年
五

月
二
十
一
日
か
ら
七
月
十
日
に
か
け
て
、
近
喰
病
院
神
経
科
病
室
に
入
院
し
、

「
持
続
睡
眠
療
法
」
を
受
け
て
い
る（

13
）
。
先
に
名
前
を
挙
げ
た
廣
瀬
勝
世
が
こ
の

入
院
時
の
主
治
医
で
あ
っ
た
。
廣
瀬
勝
世
は
梅
崎
の
病
名
が
「
う
つ
状
態
―
不

安
神
経
症
状
」
で
、「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
」
の
傾
向
も
見
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る（

14
）
。

要
す
る
に
森
甚
五
を
初
め
と
す
る
「
凡
人
凡
語
」
の
主
要
登
場
人
物
に
は
、

長
年
に
わ
た
る
梅
崎
春
生
自
身
の
精
神
状
態
が
多
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
特

に
甚
五
の
症
状
に
つ
い
て
は
、先
に
挙
げ
た
赤
木
医
師
の
診
断
に
見
る
ご
と
く
、

入
院
時
に
お
け
る
梅
崎
の
そ
れ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
は
、
入
院
中
の
甚
五
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
想
像
し
て
い
る
。

大
部
屋
の
片
隅
に
じ
っ
と
坐
り
込
ん
で
、
毎
日
毎
日
女
房
の
こ
と
を
考

え
て
い
る
。
ど
こ
か
に
男
が
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
時
ふ
っ
と
ぼ
く
の

顔
が
浮
び
上
る
。
ワ
ラ
で
も
摑
む
よ
う
に
そ
れ
に
す
が
り
つ
き
、
そ
の
妄

想
を
屈
折
さ
せ
な
が
ら
、
や
が
て
確
信
に
ま
で
持
っ
て
行
く
。
そ
の
努
力

と
そ
れ
に
伴
う
疲
労
の
量
は
、
た
い
へ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
な
あ
。

甚
五
の
「
嫉
妬
妄
想
」
が
膨
ら
む
過
程
を
緻
密
に
記
し
、
ま
た
そ
の
疲
労
の

大
き
さ
に
も
言
及
す
る
こ
と
で
、
真
に
迫
っ
た
、
説
得
力
あ
る
表
現
と
言
え
る
。

こ
こ
に
直
ち
に
梅
崎
春
生
自
身
の
経
験
が
表
れ
て
い
る
と
捉
え
る
の
は
安
易
に

過
ぎ
よ
う
。
し
か
し
、た
と
え
自
分
の
体
験
そ
の
ま
ま
を
記
さ
ず
と
も
、「
妄
想
」

従
っ
て
「
凡
人
凡
語
」
に
は
、
森
甚
五
ら
三
名
の
「
欝
状
態
」
と
併
せ
て
、

や
は
り
甚
五
を
中
心
に
据
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
ぼ
く
」
ま
た
は
平
和
が
必
ず

加
わ
る
形
で
、
大
小
そ
れ
ぞ
れ
の
「
妄
想
」
を
抱
い
た
人
物
関
係
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

梅
崎
春
生
は
エ
ッ
セ
イ
「
憂
鬱
な
青
春
」（
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
『
群
像
』）

の
中
で
、「
学
生
生
活
を
振
り
返
る
と
、
い
つ
も
私
に
は
じ
め
じ
め
し
た
感
じ

が
つ
き
ま
と
う
。
青
春
期
に
あ
り
勝
ち
な
憂
鬱
症
、
そ
れ
が
ず
っ
と
私
に
は
続

い
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
記
し
て
い
た
。
特
に
東
京
帝
国
大
学
在
学
中

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

そ
れ
に
あ
の
鬱
状
態
が
、
私
に
は
周
期
的
に
や
っ
て
来
た
。
鬱
状
態
の

時
に
は
、
被
害
妄
想
も
伴
っ
た
。
下
宿
の
廊
下
の
曲
り
角
に
女
中
た
ち
が

あ
つ
ま
っ
て
、
私
の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
。
下
宿
人
た
ち
も
私
の
悪
口
を

言
っ
て
い
る
。
夜
中
に
私
は
女
中
を
呼
ん
で
、
そ
ん
な
に
お
れ
ば
か
り
を

い
じ
め
な
い
で
呉
れ
と
、
涙
な
が
ら
に
頼
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
そ
の

妄
想
で
腹
を
立
て
、
下
宿
の
雇
い
婆
さ
ん
を
殴
っ
て
怪
我
を
さ
せ
、
四
泊

五
日
の
留
置
場
入
り
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

精
神
科
医
の
廣
瀬
勝
世
は
、
学
生
時
代
の
梅
崎
春
生
に
つ
い
て
、「
か
な
り

長
い
『
う
つ
状
態
』
に
あ
っ
た
も
の
と
推
定
」
し
、
特
に
右
の
「
妄
想
」
に
お

い
て
は
、「
う
つ
状
態
か
ら
逃
避
又
は
脱
出
し
よ
う
と
し
て
、
酩
酊
に
身
を
ゆ

だ
ね
た
結
果
の
酒
精
幻
覚
症
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う（

12
）
」
と
分
析
し
て
い
る
。

さ
ら
に
梅
崎
春
生
は
、「
桜
島
」（
昭
和
二
十
一
年
九
月
『
素
直
』）
に
よ
る
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「
凡
人
凡
語
」
に
は
、
こ
う
い
っ
た
梅
崎
春
生
が
か
ね
て
か
ら
抱
い
て
い
た

関
心
に
加
え
て
、
同
作
以
前
の
梅
崎
の
小
説
と
較
べ
る
と
、
精
神
の
病
や
精
神

病
院
に
対
す
る
明
ら
か
な
意
識
の
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

例
え
ば
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
約
三
年
後
に
梅
崎
が
著
し
た
「
囚
日
」
に
お
い

て
は
、「
内
包
し
て
い
る
」
世
界
が
「
歪
ん
で
き
」
た
人
間
が
入
る
場
所
と
し
て
、

「
脳
病
院
」と
「
刑
務
所
」が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
「
黄
色
い
日
日
」

で
は
「
気
違
い
に
な
る
よ
り
は
、
刑
務
所
へ
行
っ
た
方
が
い
い
」
と
記
し
、
精

神
病
院
を
「
刑
務
所
」
以
下
の
場
所
と
し
て
表
し
て
い
る
。
精
神
病
院
入
院
患

者
は
も
ち
ろ
ん
、
通
院
す
る
だ
け
の
患
者
ま
で
も
が
、
周
囲
か
ら
嫌
悪
さ
れ
、

差
別
的
な
視
線
を
向
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
他
作
家
の
小
説
か
ら
も
確

認
で
き
る（

18
）
。
梅
崎
も
こ
れ
ら
の
小
説
を
著
し
た
時
点
に
お
い
て
、
そ
う
し
た

一
般
的
な
日
本
人
の
認
識
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

対
し
て
「
凡
人
凡
語
」
で
は
、
例
え
ば
甚
五
の
入
院
先
と
し
て
、
赤
木
医
師

か
ら
、精
神
病
院
と
し
て
有
名
な「
Ｍ
病
院
」を
勧
め
ら
れ
た
際
、妻
フ
ク
が「
い

く
ら
何
で
も
Ｍ
病
院
じ
ゃ
ね
え
。
ま
る
で
ほ
ん
と
の
気
違
い
み
た
い
じ
ゃ
な
い

の
。
見
っ
と
も
な
く
て
、
人
に
も
言
え
な
い
わ
」
と
こ
ぼ
す
。
そ
の
フ
ク
に
際

し
て
、「
ぼ
く
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

Ｍ
病
院
入
り
が
な
ぜ
見
っ
と
も
な
い
の
か
。
病
気
な
ら
仕
方
が
な
い

じ
ゃ
な
い
か
。
通
念
に
よ
り
か
か
っ
て
ば
か
り
い
る
の
は
、
ば
か
げ
た
話

だ
と
思
う
（
後
略
）

ま
た
赤
木
医
師
は
例
の
ご
と
く
、年
一
度
、「
自
分
の
変
調
」に
気
づ
く
と
「
Ｍ

の
苦
し
み
を
直
接
に
知
る
梅
崎
だ
か
ら
こ
そ
、
右
の
ご
と
く
、
リ
ア
ル
な
描
写

が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
よ
り
、「
凡
人
凡
語
」
に
は
、
梅
崎
春
生
自
身
の
精
神
状
態
、
入
院
体

験
が
反
映
さ
れ
、「
欝
」「
妄
想
」
と
い
う
、
人
間
の
精
神
世
界
に
迫
っ
た
側
面

も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
―
（
２
）

「
凡
人
凡
語
」
に
お
け
る
「
欝
」「
妄
想
」
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
詳
し
く

確
か
め
て
み
た
い
。
梅
崎
春
生
は
、
自
ら
「
欝
」「
妄
想
」
に
苦
し
ん
で
き
た

作
家
で
あ
る
だ
け
に
、「
凡
人
凡
語
」
よ
り
十
年
以
前
か
ら
、
精
神
の
病
や

精
神
病
院
へ
の
関
心
を
小
説
の
中
に
表
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
囚
日
」（
昭
和

二
十
四
年
四
月『
風
雪
』別
冊
）「
黄
色
い
日
日
」（
昭
和
二
十
四
年
五
月『
新
潮
』）

の
短
編
二
作
で
、
早
く
も
主
人
公
ら
が
精
神
病
院
を
訪
問
す
る
場
面
を
描
い
て

い
る
。
恵
津
夫
人
に
よ
れ
ば
、
梅
崎
春
生
は
「
ア
ル
中
患
者
の
こ
と
や
精
神
病

の
こ
と
な
ど
は
殊
に
興
味
を
も
ち
、
医
学
書
で
く
わ
し
く
し
ら
べ
た
り
、
専
門

医
に
尋
ね
た
り
し
て
い
た
」
そ
う
で
あ
る（

15
）
。
梅
崎
春
生
自
身
も
、
エ
ッ
セ
イ

風
短
編
「
不
思
議
な
男
」（
昭
和
三
十
二
年
十
月
『
オ
ー
ル
読
物
』）
の
中
で
、

根
本
茂
男（

16
）
な
る
嘘
つ
き
男
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
旧
知
の
間
柄
で

あ
る
松
沢
病
院
の
廣
瀬
貞
雄
医
師
（
廣
瀬
勝
世
の
夫
）
を
訪
ね
、〈
パ
ラ
ノ
イ
ア
〉

〈
パ
ラ
フ
レ
ニ
イ
〉
と
い
う
、
と
も
に
「
妄
想
」
を
症
状
と
す
る
精
神
の
病
に

つ
い
て
「
説
明
し
て
貰
つ
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る（

17
）
。
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め
込
ん
で
も
差
支
え
な
い
。
保
護
者
も
世
間
体
を
考
え
て
、抗
議
し
な
い
。

結
核
患
者
だ
と
、
待
遇
が
悪
い
と
団
結
し
て
反
抗
す
る
が
、
気
違
い
に
は

団
結
力
が
な
い
。つ
ま
り
ど
ん
な
待
遇
を
し
て
も
い
い
と
言
う
わ
け
で
す
。

う
っ
か
り
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
も
な
れ
ま
せ
ん
ね
え
。
公
費
患
者
は
入
院
費
が

月
額
一
万
五
千
円
、
薬
代
が
三
千
円
で
、
合
計
一
万
八
千
円
に
な
り
ま
す
。

大
部
屋
に
押
し
込
み
、
粗
悪
な
も
の
を
食
わ
せ
て
、
そ
れ
で
一
万
八
千
円

と
は
、
経
営
者
は
笑
い
が
と
ま
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
可
哀
そ
う
に
甚
五
は

と
う
と
う
そ
の
一
万
八
千
円
組
の
一
人
と
な
り
ま
し
た
。

今
日
か
ら
見
れ
ば
、「
気
違
い
」
な
ど
不
適
切
な
表
現
で
あ
る
が
、
当
時
と

し
て
は
や
む
を
得
ず
、
梅
崎
春
生
に
差
別
的
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
入
院
費
用
や
院
内
で
の
処
遇
等
に
つ
い
て
、
皮
肉
を
込
め
な
が
ら
も
患

者
の
立
ち
場
を
理
解
し
、
批
判
的
な
説
明
が
為
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ

る
。「
凡
人
凡
語
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
三
十
年
代
、「
一
部
の
病
院
で
は
、
患

者
を
と
じ
こ
め
て
お
け
ば
よ
い
と
、
2
倍
ち
か
く
つ
め
こ
ん
で
、
利
益
だ
け
追

求
し
て
い
る
」
現
実
が
確
か
に
存
在
し
た（

19
）
。

実
は
梅
崎
春
生
が
「
凡
人
凡
語
」
を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
背
景
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
、
戦
後
日
本
の
社
会
状
況
が
存
し
て
い
た
。
昭
和
二
十
五
年
五

月
一
日
に
「
精
神
衛
生
法
」
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、「
凡
人
凡
語
」
が
発
表
さ

れ
る
昭
和
三
十
七
年
に
至
る
ま
で
、
全
国
各
地
で
精
神
病
院
が
急
激
に
増
加
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る（

20
）
。
全
国
に
設
置
さ
れ
た
単
科
精
神
病
院
数
を
挙
げ

れ
ば
、
昭
和
二
十
六
年
に
は
148
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
三
十
年
に
は
260
、
三
十
五

病
院
に
お
も
む
き
、入
院
し
て
し
ま
う
」。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て「
町
内
の
人
々
」

は
「
困
っ
た
わ
ね
え
、
あ
の
先
生
も
」
な
ど
と
噂
し
て
い
る
。
一
方
、「
ぼ
く
」

は
、「
自
ら
進
ん
で
入
院
す
る
な
ん
て
、
か
え
っ
て
健
全
な
証
拠
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
町
の
連
中
の
考
え
方
は
、
ど
う
も
逆
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
と

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
赤
木
医
師
が
、
し
ば
し
ば
「
ぼ
く
の
画
室
に
遊
び
に
来
る
」
こ

と
で
、「
町
内
の
人
々
」
か
ら
「
ぼ
く
」
も
赤
木
医
師
の
「
部
類
に
近
い
」、
つ

ま
り
「
キ
ジ
ル
シ
だ
な
ど
と
」
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
「
ぼ
く
」
の
感

想
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
う
思
わ
れ
て
も
、ぼ
く
は
別
段
痛
痒
は
感
じ
ま
せ
ん
。
人
間
、誰
だ
っ

て
、
そ
の
要
素
は
あ
る
の
で
す
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
「
ぼ
く
」
は
、
精
神
病
患
者
に
差
別
的
な
視
線
を
向
け
る
「
町

内
の
人
々
」
と
は
異
な
る
認
識
を
持
つ
。
精
神
病
を
恥
ず
べ
き
こ
と
で
な
く
、

決
し
て
特
別
で
も
異
常
で
も
な
い
、
誰
も
が
抱
え
得
る
要
素
と
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

も
う
一
点
、
次
の
よ
う
な
本
文
が
見
ら
れ
る
。
森
甚
五
の
入
院
先
に
関
す
る

「
ぼ
く
」
の
感
想
で
あ
る
。

そ
の
病
院
の
名
を
、
仮
に
Q
と
し
ま
し
ょ
う
。
赤
木
医
師
の
話
に
よ
る

と
、
イ
ン
チ
キ
病
院
の
ひ
と
つ
で
、
精
神
病
院
と
い
う
の
は
経
営
次
第
に

よ
っ
て
は
、
な
か
な
か
儲
か
る
も
の
だ
そ
う
で
す
な
。
相
手
が
気
違
い
だ

か
ら
、
何
を
食
わ
せ
て
も
文
句
は
言
わ
な
い
し
、
大
部
屋
に
ご
し
ご
し
詰
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病
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
ご
と
く
、「
凡
人
凡
語
」は
、一
見「
平
和
」な
戦
後
社
会
に
お
い
て
も
、

実
は
戦
時
中
の
ご
と
き
人
間
関
係
が
残
存
す
る
故
、
他
者
と
適
切
な
つ
な
が
り

を
持
つ
こ
と
の
難
し
さ
を
表
し
て
い
る
。
加
え
て
、同
じ
戦
後
社
会
の
中
、「
欝
」

と
「
妄
想
」
を
身
近
で
同
時
代
的
な
病
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ

の
モ
チ
ー
フ
は
、
と
も
に
戦
後
社
会
が
舞
台
で
あ
る
も
の
の
、
右
の
考
察
で
触

れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
結
び
つ
き
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
そ
れ

ぞ
れ
が
、
別
々
に
、
独
立
し
た
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
趣
も
あ
る
。

し
か
し
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
ど
ち
ら
も
、
一
見
「
平
和
」
な
戦
後
社
会
に
お
け

る
生
き
難
さ
の
追
求
と
言
い
得
る
。ま
た
作
中
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
ず
と
も
、

「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
二
つ
が
以
下
の
ご
と
く
連
動
し
て
い
る
と
推

察
さ
れ
よ
う
。「
ぼ
く
」
は
戦
後
社
会
の
中
で
、
適
切
な
つ
な
が
り
が
見
出
せ

な
い
故
に
他
者
と
距
離
を
取
り
、引
き
籠
り
に
も
似
た
生
活
を
続
け
、「
欝
状
態
」

を
招
い
て
い
く
。
さ
ら
に
「
欝
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ぼ
く
」
と
他
者
と
の

距
離
は
ま
す
ま
す
開
い
て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
考
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
戦
後
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
構
築
の
難
し
さ
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た

「
欝
状
態
」で
あ
る
。
ま
た「
凡
人
凡
語
」に
お
い
て
、甚
五
は
タ
バ
コ
店
の
客
と
、

赤
木
医
師
は
医
院
の
患
者
と
、
と
も
に
良
好
な
関
係
を
築
け
て
お
ら
ず
、
彼
ら

二
人
の「
欝
状
態
」に
つ
い
て
も
、「
ぼ
く
」と
同
じ
で
な
い
も
の
の
、や
は
り〈
他

年
に
は
506
ま
で
伸
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
き
精
神
病
院
の
い
わ
ば
乱
立
か
ら
当
時
、
多
く
の
日
本
人
は
、

精
神
病
院
お
よ
び
精
神
病
患
者
に
対
し
て
、
差
別
的
な
意
識
を
依
然
と
し
て
残

し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
決
し
て
縁
遠
い
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
昭
和
三
十
年
代
の
文
学
界
に
お
い
て
も
、
島
尾
敏
雄

の
短
編
集
『
死
の
棘
』（
昭
和
三
十
五
年
十
月
、講
談
社
）
や
安
岡
章
太
郎
「
海

辺
の
光
景
」（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
『
群
像
』）
な
ど
、
各
作
家
の
代
表
作
と

言
い
得
る
作
品
の
中
に
、
精
神
病
院
、
精
神
の
病
を
取
り
上
げ
た
小
説
が
目
に

つ
く（

21
）
。
梅
崎
春
生
も
予
て
か
ら
抱
い
て
い
た
精
神
の
病
へ
の
関
心
を
、
よ
り

一
層
高
め
さ
せ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
梅
崎
に
は
「
凡
人
凡
語
」
の
執

筆
を
前
に
し
て
、
自
身
の
神
経
科
病
室
へ
の
入
院
が
加
わ
っ
た
。
梅
崎
が
入
院

し
た
の
は
開
放
病
棟
で
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
の
中
で
精
神
病
院
内
部
を
特
別
な

空
間
と
捉
え
る
認
識
が
変
化
し
、
い
わ
ゆ
る
精
神
病
患
者
へ
歩
み
寄
り
、
寄

り
添
う
ご
と
き
意
識
が
生
ま
れ
た
と
見
て
よ
い
。「
凡
人
凡
語
」
に
お
い
て
は
、

精
神
病
院
・
精
神
病
患
者
へ
の
差
別
的
な
意
識
が
消
え
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
精

神
病
院
内
部
の
腐
敗
を
批
判
す
る
姿
勢
さ
え
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。
梅
崎
春
生
に
と
っ
て
、
精
神
の
病
と
精
神
病
院
は
、
自
身
の
問
題
で
あ
り
、

同
時
に
極
め
て
身
近
で
現
代
的
な
社
会
問
題
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
凡
人
凡
語
」
に
は
、
作
家
自
身
の
精
神
状
態
が
、
そ
の
ま
ま
戦

後
社
会
の
問
題
と
し
て
反
映
さ
れ
、
い
ま
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
表
さ
れ
て

い
る
。「
欝
」
と
「
妄
想
」
が
、
誰
に
も
起
こ
り
得
る
、
身
近
で
同
時
代
的
な
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た
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、こ
こ
に
来
て
、よ
り
明
確
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。「
幻

化
」
の
物
語
は
、
五
郎
が
入
院
先
の
「
精
神
科
病
室
」
を
抜
け
出
す
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、「
凡
人
凡
語
」
の
「
ぼ
く
」
は
、
こ
の
五
郎
の
入
院
以

前
の
姿
を
描
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

か
く
て
「
凡
人
凡
語
」
は
、〈
他
者
と
の
つ
な
が
り
〉
お
よ
び
人
間
の
精
神

世
界
を
表
し
つ
つ
、
戦
後
社
会
の
生
き
難
さ
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
遺
作
「
幻

化
」
へ
の
導
入
と
言
う
べ
き
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
梅
崎
文
学
の
中
で
も
重

要
な
位
置
を
占
め
る
一
作
と
見
做
せ
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）
例
え
ば
平
野
謙
は
「
今
月
の
小
説
（
下
）」（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
日
『
毎
日
新
聞
（
夕

刊
）』）
の
中
で
、「
凡
人
凡
語
」
を
「
日
常
生
活
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
即
し
」
た
小
説
と

し
て
取
り
上
げ
た
。
ま
た
和
田
勉
は
『
梅
崎
春
生
の
文
学
』（
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
、

桜
楓
社
）
第
二
章
第
六
節
「
短
編
小
説
」
の
中
で
、「
凡
人
凡
語
」
に
つ
い
て
「
軽
妙

洒
脱
な
エ
ッ
セ
イ
風
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
」
と
捉
え
、「
市
井
も
の
」
に
分
類
し
た
。

（
2
）「
解
説
　
日
常
の
小
説
家
」（『
ボ
ロ
家
の
春
秋
』平
成
十
二
年
一
月
、講
談
社
文
芸
文
庫
）

（
3
）「
甚
五
が
偽
証
罪
で
誰
か
を
訴
え
た
の
に
、
不
起
訴
と
判
決
が
下
っ
た
」。
甚
五
へ
送

ら
れ
る
は
ず
の
、
そ
の
通
知
ハ
ガ
キ
が
「
間
違
っ
て
大
久
保
の
と
こ
ろ
に
配
達
さ
れ

て
来
た
」。
大
久
保
は
ハ
ガ
キ
を
持
っ
て
森
タ
バ
コ
店
へ
行
き
、
甚
五
に
事
件
の
説
明

を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
甚
五
か
ら
引
っ
か
か
れ
」
た
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
〈
メ
ー

デ
ー
事
件
裁
判
〉
に
て
、
検
察
側
証
人
の
渡
辺
政
雄
警
視
が
「
偽
証
罪
」
に
て
告
発

さ
れ
た
も
の
の
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日
、「
不
起
訴
」
と
決
定
し
た
事
件

が
あ
っ
た
（『
メ
ー
デ
ー
事
件
裁
判
闘
争
史
』
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
、
白
石
書
店
）。

者
と
の
つ
な
が
り
〉
の
あ
り
方
に
触
れ
て
い
よ
う
。

「
凡
人
凡
語
」
か
ら
お
よ
そ
三
年
後
、
梅
崎
春
生
は
長
編
「
幻
化
」（
昭
和

四
十
年
六
、八
月
『
新
潮
』）
を
発
表
、
直
後
に
肝
硬
変
に
て
逝
去
し
た
。
そ

の
遺
作
小
説
「
幻
化
」
の
主
人
公
五
郎
は
戦
時
中
、
海
軍
の
仲
間
た
ち
に
対
し

て
、「
同
行
者
と
し
て
の
連
帯
感
」
を
抱
い
て
い
た
。
だ
が
終
戦
後
、
歳
月
を

経
て
い
く
中
で
、
こ
の
「
同
行
者
と
し
て
の
連
帯
感
」、
つ
ま
り
戦
時
下
で
の

他
者
と
の
つ
な
が
り
、人
間
関
係
が
「
だ
ん
だ
ん
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
た
。

酒
を
飲
ん
で
も
、
勝
負
ご
と
に
ふ
け
っ
て
も
だ
め
だ
っ
た
」。「
他
の
人
と
何

か
関
係
が
あ
る
と
思
い
込
む
。
そ
こ
か
ら
誤
解
が
始
ま
る
」と
も
思
っ
て
い
る
。

や
が
て
「
悲
し
い
よ
う
な
憂
欝
な
感
じ
」「
漠
然
と
し
た
不
安
感
」
に
襲
わ
れ
、

「
精
神
科
病
室
」
に
入
っ
て
治
療
を
受
け
た
。
し
か
し
五
郎
は
「
二
十
年
前
に

は
確
か
に
あ
っ
た
も
の
」「
つ
な
が
り
を
確
め
た
い
」
と
考
え
、
病
院
を
抜
け

出
し
九
州
へ
と
向
か
い
、兵
隊
生
活
や
学
生
時
代
の
思
い
出
の
地
を
巡
り
歩
く
。

右
の
ご
と
く
「
幻
化
」
に
は
、
海
軍
仲
間
と
の
連
帯
感
に
対
す
る
疑
念
と
い

う
形
で
、「
凡
人
凡
語
」
か
ら
連
な
る
モ
チ
ー
フ
が
認
め
ら
れ
る
。「
隣
組
」
の

ご
と
き
人
間
関
係
へ
の
批
判
を
幾
分
変
形
さ
せ
な
が
ら
、
同
じ
戦
時
中
に
関
わ

る
〈
他
者
と
の
つ
な
が
り
〉
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、そ
の
〈
つ

な
が
り
〉
へ
の
疑
念
か
ら
生
じ
た
主
人
公
の
「
欝
状
態
」
も
、
そ
こ
に
は
描
か

れ
て
い
る
。
つ
ま
り「
凡
人
凡
語
」に
お
け
る
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
、と
も
に「
幻

化
」
へ
と
継
承
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
密
接
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら
表
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
凡
人
凡
語
」
以
来
、
作
者
の
中
で
は
結
び
つ
き
、
連
動
し
て
い
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経
科
病
室
に
て
」（
昭
和
三
十
四
年
十
月
『
新
潮
』）「
私
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
闘
病
記
」（
昭

和
三
十
八
年
六
月
『
主
婦
の
友
』）
お
よ
び
「
年
譜
」（『
梅
崎
春
生
全
集
』
第
七
巻
、

昭
和
四
十
二
年
十
一
月
、
新
潮
社
）
参
照
。

（
14
）
注
（
12
）
に
同
じ
。

（
15
）「
幻
化
の
人
」（
昭
和
四
十
二
年
三
月
『
新
潮
』、『
幻
化
の
人
・
梅
崎
春
生
』〈
昭
和

五
十
年
八
月
、
東
邦
出
版
社
〉
収
録
）

（
16
）
梅
崎
春
生
の
長
編
「
つ
む
じ
風
」（
昭
和
三
十
一
年
三
月
二
十
三
日
〜
十
一
月
十
八

日
『
東
京
新
聞
』）
の
主
人
公
陣
内
陣
太
郎
の
モ
デ
ル
。「
不
思
議
な
男
」
の
他
、エ
ッ

セ
イ
「
ふ
し
ぎ
な
人
物
―
根
本
茂
男
君
の
こ
と
―
」（
昭
和
三
十
二
年
七
月
六
日
『
東

京
新
聞
』）
参
照
。

（
17
）廣
瀬
勝
世『
人
生
　
幻
化
ニ
似
タ
リ
―
梅
崎
春
生
の
こ
と
―
』に
も
、同
様
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
例
え
ば
遠
藤
周
作
の
短
編
「
松
葉
杖
の
男
」（
昭
和
三
十
三
年
五
月
『
文
学
界
』）
で

は
、
神
経
科
に
通
う
加
藤
な
る
人
物
が
登
場
し
、
そ
の
加
藤
の
妻
が
主
治
医
の
菅
に

対
し
て
、「
先
生
、
父
ち
ゃ
ん
は
も
う
神
経
科
に
通
う
の
が
イ
ヤ
だ
と
言
い
ま
し
て
」、

「
神
経
科
に
通
う
の
は
父
ち
ゃ
ん
が
気
が
変
な
た
め
じ
ゃ
な
い
か
と
、
陰
口
を
き
か
れ

る
も
ん
で
す
か
ら
」
と
語
っ
て
い
る
。

（
19
）
岡
田
靖
雄
編
『
精
神
医
療
―
精
神
病
は
な
お
せ
る
―
』（
昭
和
三
十
九
年
七
月
、
勁

草
書
房
）

（
20
）「
精
神
衛
生
法
」
と
は
、
搔
い
摘
ん
で
記
せ
ば
、
そ
れ
ま
で
大
多
数
の
精
神
病
患
者

が
座
敷
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
た
状
況
を
鑑
み
、
彼
ら
へ

正
当
な
医
療
保
護
が
為
さ
れ
る
べ
く
、
各
都
道
府
県
に
精
神
病
院
設
置
を
義
務
付
け

た
法
令
で
あ
る
。
実
際
、
同
法
の
施
行
に
よ
り
、
精
神
病
院
が
多
数
建
設
さ
れ
、
多

く
の
精
神
病
患
者
が
座
敷
牢
か
ら
病
院
へ
と
移
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た

同
法
も
今
日
か
ら
見
れ
ば
不
十
分
な
部
分
が
存
す
る
中
、
精
神
病
院
が
い
わ
ば
乱
立

し
て
い
っ
た
こ
と
で
一
部
の
精
神
病
院
に
見
ら
れ
る
腐
敗
を
招
く
結
果
と
も
な
っ
た
。

梅
崎
春
生
は
エ
ッ
セ
イ
「
被
告
は
職
業
で
は
な
い
」（
昭
和
三
十
五
年
五
月
十
五
日
『
週

刊
現
代
』）
の
中
で
、
同
事
件
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
し
て
い
る
。「
凡
人
凡
語
」

の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
メ
ー
デ
ー
事
件
に
お
け
る
「
偽
証
罪
・
不
起
訴
」
へ
の
皮

肉
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。

（
4
）
森
武
麿
『
日
本
の
歴
史
⑳
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
』（
平
成
五
年
一
月
、
集
英
社
）。

（
5
）
水
島
朝
穂
「
住
民
管
理
の
細
胞
『
隣
組
』」。
な
お
梅
崎
春
生
「
凡
人
凡
語
」
で
は
、

「
向
う
三
軒
両
隣
」
で
あ
る
が
、
水
島
朝
穂
「
住
民
管
理
の
細
胞
『
隣
組
』」
で
は
、「
向

こ
う
三
軒
両
隣
」と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
表
記
に
従
っ
て
い
る
。

（
6
）高
木
鉦
作「
東
京
都
・
区
政
と
町
会
連
合
会
―
行
政
補
助
団
体
の
圧
力
団
体
化
―
」（
日

本
政
治
学
会
編『
日
本
の
圧
力
団
体
　
年
報
政
治
学
一
九
六
〇
』昭
和
三
十
五
年
五
月
、

岩
波
書
店
）
参
照
。

（
7
）
森
平
和
は
「
中
学
校
の
生
徒
」
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
終
戦
後
に
生
れ
た

の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
小
説
は
昭
和
三
十
年
代
半
ば
、

お
そ
ら
く
は
小
説
発
表
時
の
昭
和
三
十
七
年
頃
の
設
定
と
思
わ
れ
る
。

（
8
）「
ど
う
思
う
？
　
隣
組
や
町
内
会
の
解
禁
―
本
社
世
論
調
査
―
」
と
の
見
出
し
で
、

昭
和
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
『
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
9
）
注
（
6
）
に
同
じ
。
梅
崎
春
生
が
在
住
す
る
練
馬
区
で
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
「
連

合
町
会
」
が
結
成
。
三
十
四
年
三
月
十
六
日
に
は
、「
東
京
都
町
会
連
合
会
」
結
成
大

会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）
岩
井
寛
・
北
西
憲
二
編
著
『
精
神
医
学
入
門
　
う
つ
病
』（
昭
和
五
十
七
年
六
月
、

日
本
文
化
科
学
社
）、
風
祭
元
監
修
、
南
光
進
一
郎
・
張
賢
徳
・
津
川
律
子
・
萱
間
真

実
編
『
精
神
医
学
・
心
理
学
・
精
神
看
護
学
辞
典
』（
平
成
二
十
四
年
七
月
、
照
林
社
）

参
照
。

（
11
）
岡
田
尊
司
著
『
う
つ
と
気
分
障
害
』（
平
成
二
十
二
年
九
月
、
幻
冬
舎
新
書
）
参
照
。

（
12
）『
人
生
　
幻
化
ニ
似
タ
リ
―
梅
崎
春
生
の
こ
と
―
』（
平
成
七
年
十
一
月
、
成
瀬
書
房
）

（
13
）
梅
崎
春
生
の
エ
ッ
セ
イ
「
二
塁
の
曲
り
角
で
」（
昭
和
三
十
四
年
六
月
『
新
潮
』）「
神
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岡
田
靖
雄
編
『
精
神
医
療
―
精
神
病
は
な
お
せ
る
―
』、
矢
野
徹
・
仙
波
恒
雄
著
『
精

神
病
院
＊
そ
の
医
療
の
現
状
と
限
界
』（
昭
和
五
十
二
年
三
月
、
星
和
書
店
）
参
照
。

単
科
精
神
病
院
数
デ
ー
タ
は
後
者
に
拠
っ
た
。

（
21
）島
尾
敏
雄
の
短
編
集『
死
の
棘
』に
は
主
人
公
の
妻
の
、安
岡
章
太
郎
の「
海
辺
の
光
景
」

に
は
主
人
公
の
母
の
、
と
も
に
精
神
の
病
と
精
神
病
院
入
院
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど

ち
ら
も
作
者
自
身
の
経
験
を
モ
デ
ル
に
し
た
私
小
説
風
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

前
者
は
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
、
後
者
は
同
じ
芸
術
選
奨
お
よ
び
野
間
文
芸
賞
を

得
た
。

＊
梅
崎
春
生
の
作
品
引
用
は
、『
梅
崎
春
生
全
集
』
全
七
巻
（
昭
和
四
十
一
年
十
月
〜

四
十
二
年
十
一
月
、
新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。

【
付
記
】

筆
者
は
先
に
発
表
し
た
「
梅
崎
春
生
『
幻
化
』
―
久
住
五
郎
の
精
神
世
界
―
」（
平
成

二
十
四
年
十
二
月
『
近
代
文
学
試
論
』
第
五
十
号
）
に
お
い
て
、
作
者
と
精
神
の
病
と
の

関
わ
り
を
考
察
し
て
い
る
。
同
論
に
は
、
本
論
と
一
部
重
複
す
る
部
分
も
あ
り
、
併
せ
て

参
照
さ
れ
た
い
。

― 

た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
教
授
―




