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『
其
　
面

影
』
　
論

二
十
年
後
の
内
海
文
三
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従
来
「
其
面
影
」
は
、
数
多
い
二
葉
亭
論
の
な
か
で
も
、
ま
と
ま
っ
た
作
品

論
の
対
象
と
し
て
は
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
作
晶
で
あ
る
。
発

表
当
時
の
一
時
的
な
注
目
を
の
ぞ
け
ば
、
同
時
代
作
家
か
ら
は
「
『
浮
雲
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惰
力
的
労
作
」
「
た
だ
の
通
俗
小
説
」
と
し
て
索
通
り
さ
れ
た
し
、
近
来
の
二

葉
亭
研
究
者
か
ら
は
、
「
茶
発
髪
」
か
ら
「
其
面
影
」
へ
「
後
退
」
し
て
す
こ
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ぷ
る
残
念
で
あ
っ
た
と
い
う
か
た
ち
で
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
晶
に
「
大
い
に
感
服
し
た
。
あ
る
意
味
か
ら
云
へ
ば
、
今

で
も
感
服
し
て
ゐ
る
。
こ
こ
に
余
の
所
謂
あ
る
意
味
を
説
明
す
る
事
が
出
来
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
（
略
）
」
と
述
べ
た
漱
石
の
評
伍
が
、
漱
石
じ
し
ん
の

作
晶
を
背
景
と
し
て
示
唆
す
る
意
味
は
意
外
に
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
へ
転
回
す
る
新
た
な
現
実
に

直
面
し
た
知
識
人
の
生
き
難
さ
が
、
か
っ
て
の
「
浮
雲
」
が
二
十
年
代
に
お
い

て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
ち
阜
く
提
示
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
も
大
き
く
関
連
し
て
、

作
晶
の
も
っ
意
味
を
作
家
に
接
し
な
が
ら
考
え
れ
ば
、
二
葉
亭
と
い
う
文
学
否

定
者
の
、
「
浮
雲
」
か
ら
「
文
学
放
棄
」
へ
と
い
た
る
作
家
道
程
の
な
か
で
、
き
わ

め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
諸
研
究
（
注

＠
）
も
、
こ
れ
ら
の
意
味
あ
い
も
含
め
て
論
究
さ
れ
て
は
い
る
が
、
大
ま
か
に

い
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
茶
発
髪
」
と
の
関
係
の
み
が
立
論
の
中
心
主
題
に
さ
れ

て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
問
題
は
重
要
で
あ
ろ
う
し
、

本
稿
で
も
必
要
に
応
じ
て
ふ
れ
る
っ
も
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
「
其
面

影
」
そ
の
も
の
の
作
晶
世
界
の
な
か
か
ら
文
学
と
し
て
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に

し
て
ゆ
く
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。



　
と
こ
ろ
で
、
「
其
面
影
」
を
、
「
浮
雲
」
か
ら
「
文
学
放
棄
」
に
い
た
る
二
葉

亭
の
作
家
道
程
の
要
と
な
る
作
晶
と
し
て
み
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
や
は
り
「
浮

雲
」
と
い
う
作
晶
が
、
か
れ
に
と
っ
て
、
ま
た
近
代
日
本
文
学
史
の
な
か
で
ど

う
い
っ
た
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
簡
単
に
で
も
ふ
れ
ず
に
は

す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。

戦
後
の
社
会
不
安
、
そ
し
て
「
不
安
の
文
学
」
の
流
行
、
ま
た
民
主
勢
力
の

復
権
な
ど
を
反
映
し
て
、
「
浮
雲
」
も
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ

た
。
そ
の
な
か
で
、
「
人
間
の
本
質
的
な
不
安
定
の
恐
怖
」
「
自
意
識
の
表
現
」

「
新
旧
思
想
の
相
克
」
「
封
建
性
批
判
」
な
ど
種
々
の
ニ
ュ
ァ
ン
ス
を
含
み
な
が

ら
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
的
自
我
」
に
め
ざ
め
た
個
性
の
苦
悩
と
し
て
作
晶
を
把

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

握
す
る
読
み
か
た
が
主
流
を
占
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
で
の
作
晶
把
握
の

し
か
た
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
小
説
を
そ
の
評
価
軸
の
基
底
に
お
い
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
っ
ね
に
そ
れ
ら
と
の
比
較
の
上
に
立
っ
て
、
「
自
我
の
覚
醒
度

が
弱
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
立
論
に
お
ち
い
る
「
近
代
主
義
」
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
正
宗
白
鳥
の
「
日
本
の
新
時
代
の
小
説
の
先
頭
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
浮
雲
』
で
あ
る
の
は
、
甚
だ
心
細
く
思
は
れ
る
」
と
い
う
感
想
な
ど
は
こ
こ

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
そ
の
後
、
「
近
代
的
自
我
史
観
」
へ
の
不
満
か
ら
、
そ
れ
に
か
え
て
、
い
わ

ば
国
民
文
学
論
的
な
立
場
か
ら
の
視
点
を
う
ち
だ
し
て
き
た
の
が
丸
山
静
、
渚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

野
謙
二
、
飛
烏
井
雅
道
、
小
田
切
秀
雄
た
ち
に
よ
る
文
学
史
的
諸
論
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
『
共
面
影
』
論

そ
れ
ら
は
「
浮
雲
」
世
界
を
、
自
由
民
権
運
動
挫
折
後
の
、
広
い
国
民
的
な
場

へ
の
通
風
口
を
見
失
っ
た
近
代
知
識
人
の
宿
命
的
な
姿
と
し
て
、
し
か
も
、
国

民
解
放
を
か
ち
と
ろ
う
と
す
る
民
権
運
動
の
精
神
が
、
屈
折
し
な
が
ら
作
晶
中

に
伏
流
し
て
い
る
も
の
と
し
て
読
み
と
ろ
う
と
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

の
ほ
と
ん
ど
は
、
文
学
史
上
の
意
味
か
ら
「
浮
雲
」
を
論
ず
る
と
い
う
広
い
視

野
に
立
っ
て
い
る
た
め
の
制
約
も
あ
っ
て
、
具
体
的
に
作
品
に
即
し
な
が
ら
論

が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
素
朴

に
「
浮
雲
」
の
作
品
論
と
し
て
み
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
残
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
先
の
「
近
代
的
自
戎
吏
観
」
に
よ
る
作
品
把

握
に
た
い
す
る
批
判
・
克
服
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
っ
ま
り
、
「
浮
雲
」
を
そ
の
弱
点
を
も
含
め
て
、
む
し
ろ
近
代
主

義
者
が
「
弱
点
」
と
み
な
す
面
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
日
本
的
現
実
を
反
映
し
た

手
法
を
も
つ
作
晶
、
す
な
わ
ち
「
日
本
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
共
通
し
た
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
「
浮
雲
」
の
人
物
創
造
と
、
「
其
面
影
」

と
の
関
係
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
期
近
代
小
説
が
、
意
志
的
・
行
動
的
な
主
人
公
を
擁
し
な
が

ら
、
い
わ
ば
正
面
か
ら
の
現
実
批
判
、
現
実
変
革
の
動
力
と
し
て
の
意
味
を
獲

得
し
て
い
っ
た
の
に
比
し
て
、
「
浮
雲
」
の
主
人
公
が
、
最
初
か
ら
行
動
意
欲

を
奪
わ
れ
、
欝
屈
し
た
自
意
識
の
み
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
身
を
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『
其
面
影
』
論

よ
じ
一
っ
て
し
か
批
判
的
に
現
実
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、

た
し
か
に
否
定
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
の
文
学
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
に
た
い
し

て
の
貧
弱
さ
、
ひ
け
目
と
し
て
裁
断
さ
れ
る
べ
き
質
の
問
題
で
は
な
い
。
近
代

日
本
が
破
行
的
に
資
本
主
義
化
さ
れ
る
な
か
で
、
絶
対
主
義
体
制
の
強
化
が
い

わ
ゆ
る
「
時
代
閉
塞
」
の
状
況
を
っ
べ
り
固
め
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。

「
浮
雲
」
や
「
舞
姫
」
の
主
人
公
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
に
主
体
的
で
あ
ろ
う
と

す
る
人
間
に
と
っ
て
、
窒
息
的
な
か
た
ち
で
凝
固
し
て
ゆ
く
日
本
近
代
を
必
須

の
背
景
と
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
人
間
タ
イ
プ
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
文
三
の
欝
屈
し
た
自
意
識
を
追
っ
て
ゆ
く

作
晶
が
、
社
会
や
他
者
と
の
結
節
点
を
み
じ
ん
も
も
た
な
い
、
孤
立
し
、
と
じ
こ

め
ら
れ
た
人
間
の
独
白
的
心
理
を
表
出
す
る
に
も
っ
と
も
有
効
な
文
体
－
必

然
的
に
口
語
文
体
と
な
る
　
　
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
要
因
も
、
こ
こ
に
も

と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
像
の
創
造
は
、
そ
の
後

の
日
本
近
代
文
学
史
の
上
に
、
ま
た
な
に
よ
り
も
二
葉
亭
じ
し
ん
の
そ
の
後
の

作
晶
に
「
其
面
影
」
「
平
凡
」
両
主
公
の
、
文
三
と
の
血
縁
性
は
く
り
か
え
し
指

摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
後
期
主
人
公
た
ち
の
文
三
と

の
血
縁
性
は
、
作
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
興
味
あ
る
人
間
タ
ィ
プ
で
あ
る
文
三

的
知
識
人
を
、
か
っ
て
の
「
浮
雲
」
の
題
名
が
し
め
す
よ
う
な
、
ま
だ
比
較
的
浮

動
性
．
柔
軟
性
を
も
っ
て
い
た
二
十
年
代
初
頭
と
は
ち
が
っ
て
、
日
本
近
代
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

は
っ
き
り
と
そ
の
性
格
を
み
せ
は
じ
め
た
四
十
年
前
後
の
現
実
の
な
か
で
、
再

び
生
か
し
て
み
よ
う
と
作
者
が
意
図
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
其
面
影
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
で
　
　
　
　
か
る

哲
也
の
妻
・
時
子
は
、
「
浮
雲
」
の
お
勢
の
も
っ
て
い
た
「
移
気
」
「
開
諮
」
「
軽

は
ず
み

躁
」
「
ハ
ネ
ッ
カ
ェ
リ
」
と
い
っ
た
性
格
を
う
け
っ
ぎ
な
が
ら
、
ま
だ
若
い
お

勢
の
も
っ
て
い
た
無
邪
気
さ
を
失
っ
て
、
世
俗
的
に
〈
成
熟
〉
し
た
姿
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
ほ
と
ん
ど
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
か
っ
て
「
浮
雲
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
お
い
て
「
日
本
文
明
の
裏
面
を
描
き
出
し
て
や
ら
う
」
と
い
う
意
喜
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
、
「
お
勢
が
近
代
日
本
の
浮
動
性
の
象
徴
」
と
し
て
形
象
さ
れ
た
と
す
る
な

ら
、
〈
成
熟
し
た
お
勢
〉
を
妻
と
し
た
哲
也
は
、
す
で
に
日
本
の
「
近
代
」
．
を

所
有
し
た
、
い
な
、
そ
の
所
有
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
二
十
年
後
の
内
海
文
三
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
二
代
目
文
三
と
し
て
の
哲
也
を
主
人
公
と
し
た
「
其
面
影
」
と
は
、
「
や
が

て
可
能
性
の
芽
を
摘
ま
れ
て
し
ま
っ
た
近
代
小
説
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
、
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

国
の
春
の
よ
う
に
多
彩
を
競
っ
た
短
い
開
花
の
時
期
」
と
さ
れ
る
明
治
三
十
九

年
と
い
う
文
学
的
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。

　
　
注

　
◎
　
二
葉
亭
の
著
作
の
引
用
は
、
岩
波
「
二
葉
亭
四
迷
全
集
」
（
昭
和
四
〇

　
　
年
刊
、
全
九
巻
）
に
よ
る
。
「
其
面
影
」
は
第
三
巻
に
収
録
。

　
◎
　
内
田
魯
庵
〕
一
葉
亭
四
迷
の
一
生
」
（
改
造
社
「
現
代
日
本
文
学
全
集
」



　
第
四
一
巻
所
収
）
四
六
六
頁
。

　
　
正
宗
白
鳥
〕
一
葉
亭
に
つ
い
て
」
（
新
潮
杜
「
正
宗
白
鳥
全
集
」
第
六

　
巻
）
　
一
八
九
頁
。
以
下
、
「
白
鳥
全
集
」
と
い
え
ば
こ
れ
を
さ
す
。

＠
　
中
村
光
夫
〕
一
葉
亭
四
迷
論
」
〕
一
葉
亭
四
迷
伝
」
、
新
潮
文
庫
「
其
面

　
影
」
解
説
。
清
水
茂
「
後
期
の
二
葉
亭
１
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
３
３
・
３
）
。

　
十
川
信
介
「
『
其
面
影
』
　
の
成
立
」
（
筑
摩
書
房
「
二
葉
亭
四
迷
論
」
所

　
収
）
。
畑
有
三
「
日
露
戦
後
の
二
葉
亭
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
姻
・
７
）
、
以

　
上
参
照
。

◎
夏
目
漱
石
「
長
谷
川
君
と
余
」
（
岩
波
書
店
「
漱
石
全
集
」
第
八
巻
所

　
収
）
　
一
五
〇
頁
。
以
下
、
「
漱
石
全
集
」
と
い
え
ば
こ
れ
を
さ
す
。

◎
　
清
水
茂
「
戦
後
の
二
葉
亭
研
究
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
３
０
・
ｕ
）
参
照
。

　
　
　
「
藤
村
と
二
葉
亭
」
（
「
白
鳥
全
集
」
第
六
巻
所
収
）
四
三
二
頁
。

◎
　
小
田
切
秀
雄
の
用
語
。

　
　
丸
山
静
「
封
建
的
文
学
理
論
の
克
服
」
「
近
代
文
学
の
発
展
」
「
近
代
小

　
説
の
精
神
と
方
法
」
（
以
上
、
東
大
出
版
「
現
代
文
学
研
究
」
所
収
）
。
猪

　
野
謙
二
「
日
本
リ
ア
リ
ズ
ム
の
成
立
」
（
未
来
社
「
近
代
日
本
文
学
史
研

　
究
」
所
収
）
「
日
本
の
近
代
化
と
文
学
」
（
未
来
社
「
日
本
文
学
の
近
代
と

　
現
代
」
所
収
）
。
飛
鳥
井
雅
道
「
日
本
の
近
代
文
学
」
（
河
出
書
房
）
。
小

　
田
切
秀
雄
「
明
治
文
学
史
」
（
潮
文
庫
）
「
二
葉
亭
四
迷
」
（
岩
波
新
書
）
、

　
以
上
参
照
。

　
　
　
　
　
『
共
面
影
』
論

＠
　
　
「
予
が
半
生
の
骸
晦
」
（
「
全
集
」
第
五
巻
）
二
六
七
頁
。

＠
　
十
川
信
介
「
『
浮
雲
』
の
世
界
」
（
前
出
「
二
葉
亭
四
迷
論
」
所
収
）
一

　
二
二
頁
。
な
お
、
お
勢
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
か
た
は
、
矢
崎

　
嵯
峨
の
舎
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
ら
い
支
持
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

　
る
。
－
矢
崎
嵯
峨
の
舎
「
『
浮
雲
』
の
苦
心
と
思
想
」
（
「
全
集
」
第
九
巻

　
に
収
録
）
参
照
。

＠
　
中
村
光
夫
「
風
俗
小
説
論
」
（
新
潮
文
庫
版
）
三
五
頁
。

２

　
「
其
面
影
」
は
、
白
鳥
の
諸
作
晶
、
独
歩
の
「
号
外
」
、
漱
石
の
中
期
作
晶

な
ど
と
と
も
に
、
日
露
戦
後
に
書
か
れ
た
「
幻
滅
時
代
の
芸
術
」
の
一
環
を
な

し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
弱
々
と
し
た
秋
の
日
は
早
や
沈
ん
で
、
夕
栄
ば
か
り
赤
々
と
酉
の
空
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ら
＾
、
あ
が

　
　
染
め
た
或
夕
ぐ
れ
、
九
段
坂
を
漫
々
登
っ
て
行
く
洋
服
出
立
の
二
人
連
が

　
　
あ
る
。
（
一
）

　
「
浮
雲
」
の
読
者
に
は
な
じ
み
あ
る
書
き
出
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
の
「
二
人
」
と
は
、
文
三
の
後
身
哲
也
と
、
本
田
昇
の
後
身
葉
村

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
数
節
に
わ
た
る
か
れ
ら
の
会
話
に
作
品
の
テ
ー

マ
の
一
半
が
凝
縮
さ
れ
た
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
。
か
れ
ら
の
話
題
は
「
浮
雲
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

時
代
と
ち
が
っ
て
、
明
治
三
十
年
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
実
業
時
代
、
苛
酷
な

競
争
の
時
代
を
生
き
る
明
暗
二
様
の
生
活
者
の
会
話
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
ぢ
や
、
君
は
人
情
を
棄
て
な
き
や
、
事
業
に
成
功
せ
ん
と
い
ふ
の
か
ね

　
　
？
」

と
問
う
哲
也
に
た
い
し
て
、

　
　
一
「
無
論
だ
、
普
通
の
人
間
な
ら
、
無
論
然
う
だ
。
そ
れ
と
も
君
は
豪
傑
だ

　
　
つ
た
か
い
？
」

と
や
り
返
し
（
二
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
ん

　
　
「
理
想
た
何
だ
？
　
古
本
の
精
ち
や
な
い
か
…
…
（
略
）
其
様
な
古
本
の
精

　
　
　
　
　
　
と
ツ
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
つ
ち
ゆ
う

　
　
な
ん
ぞ
に
取
愚
れ
て
、
目
を
明
い
て
始
　
終
夢
を
見
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
君

　
　
は
、
お
気
の
毒
な
が
ら
、
最
う
死
ん
で
ま
す
よ
。
理
想
は
生
な
が
ら
人
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
殺
す
か
ら
、
何
が
恐
ろ
し
い
と
云
つ
て
、
是
程
恐
ろ
し
い
者
は
世
の
中
に

　
　
な
い
。
活
き
た
仕
事
を
仕
よ
う
と
い
ふ
人
間
が
、
然
う
死
ん
で
ち
や
駄
目

　
　
だ
」
（
三
）

と
き
び
し
く
反
論
す
る
葉
村
は
、
冷
酷
な
洞
察
力
を
も
ち
、
世
界
の
う
ご
き
に

あ
わ
せ
て
す
ば
や
く
身
を
処
す
る
こ
と
の
で
き
る
現
実
主
義
者
、
体
制
下
の
強

者
と
し
て
哲
也
の
前
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
哲
也
と
対
極
に
位

置
し
て
、
互
い
を
相
対
化
す
る
人
物
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
葉
村
に
た
い
し
て
、
哲
也
は
「
人
情
」
と
い
う
い
っ
け
ん
古
鳳

な
概
念
を
対
時
さ
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
の
「
人
情
」
っ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
支
え
と
し
て
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
か
れ
は
、

苛
酷
な
競
争
を
生
活
者
と
し
て
生
き
ぬ
く
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

よ
う
な
人
間
ら
し
さ
と
は
ま
さ
に
逆
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
あ
り
よ
う

に
よ
っ
て
、
弱
者
と
し
て
の
生
活
を
強
い
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
、
ロ

シ
ア
で
は
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
が
「
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
」
に
お
い
て
典
型
的
に
示
し
た

よ
う
に
、
「
現
代
の
英
雄
」
（
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
）
や
、
日
本
で
は
慮
花
の
諸
作

の
主
人
公
の
ご
と
く
、
実
践
的
な
行
動
の
な
か
で
み
ず
か
ら
の
人
間
性
を
練
磨

し
て
ゆ
く
向
日
的
な
あ
り
か
た
と
ち
が
っ
て
、
人
間
ら
し
さ
を
喪
矢
す
ま
い
と

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
れ
ば
、
逆
に
何
も
し
な
い
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
ひ
き
さ
か
れ
た
人
間

像
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
の
ち
に
漱
石
が
代
助
造
型
に
お
い
て
き

わ
め
て
知
的
に
分
析
し
て
み
せ
た
、
近
代
知
識
人
の
ひ
と
つ
の
つ
き
つ
め
た
姿

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
猪
野
謙
二
が
「
何
処
へ
」
の
主
人
公
形
象
を
、
「
そ
れ
か

ら
」
の
知
的
・
論
理
的
造
型
法
に
比
較
し
て
「
直
観
的
に
、
実
感
的
に
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
た
『
幻
滅
時
代
』
の
新
し
い
知
識
人
像
」
と
い
う
の
は
、
哲
也
に
お
い
て
も

あ
て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
問
が
真
に
生
き
よ
う
と
す
れ
ぱ
ど

う
い
っ
た
運
命
を
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
、
と
い
う
実
験
的
な
模
索
を
と
お

し
て
、
そ
う
し
た
知
識
人
像
を
批
判
的
に
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
が
「
浮
雲
」

い
ら
い
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
後
の
戦
争
未
亡
人
の
「
肉
欲
」
を
テ
ー

マ
と
す
る
「
茶
発
髪
」
が
「
其
面
影
」
へ
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
第
一
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

人
公
の
地
位
が
そ
の
未
亡
人
か
ら
哲
也
へ
移
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ



と
を
意
味
し
よ
う
。
現
存
す
る
「
茶
莞
髪
」
プ
ラ
ン
と
草
稿
を
見
る
か
ぎ
り
、

清
水
茂
が
「
こ
の
作
晶
が
『
良
人
の
告
白
』
（
尚
江
）
や
『
破
戒
』
（
藤
村
）
を

超
え
、
近
代
文
学
の
正
道
を
さ
し
し
め
す
力
づ
よ
い
道
標
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
疑
い
が
な
い
。
」
と
い
う
の
と
は
ほ
ど
遠
い
、
題
材
本
位

の
、
当
時
に
お
い
て
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
効
果
を
も
つ
だ
け
の
小
説
に
お
わ

っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
副
主
人
公
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
造
型

が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、
二
葉
亭
じ
し
ん
ま
ず
こ
の

点
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
か
れ
の
三
つ
の
小
説
が
は
っ
き
り
と
示

す
よ
う
に
、
作
晶
中
に
自
廟
を
こ
め
た
自
己
の
分
身
的
存
在
を
主
人
公
と
し
て

登
場
さ
せ
、
い
わ
ば
そ
の
自
己
戯
画
化
の
運
動
を
テ
コ
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
を
進

展
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
か
れ
の
作
家
資
質
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
虚
構
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
私
小
説
」

と
い
う
ふ
う
に
限
定
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
自
己
の
文
学
と
生

活
意
識
と
の
乖
離
に
悩
み
っ
づ
け
、
そ
の
統
一
を
た
え
ず
希
求
し
て
い
た
作
者

に
と
っ
て
、
か
れ
じ
し
ん
か
ら
は
ひ
と
ま
ず
か
け
離
れ
た
問
題
を
あ
っ
か
っ
た

「
茶
笑
髪
」
と
い
う
こ
の
純
客
観
小
説
で
は
、
主
題
の
深
化
と
問
題
の
つ
っ
こ

ん
だ
追
究
と
が
、
資
質
的
な
意
味
で
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
よ
り
む
、
中
絶
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
結
論
を
み
な
か

っ
た
「
浮
雲
」
の
か
か
え
て
い
た
問
題
を
、
明
治
三
十
年
代
後
半
の
現
実
の
な

か
で
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
文
三
の
後
身
と
し
て
の
哲
也
を
ク
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

ズ
・
ア
ッ
プ
さ
せ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

哲
也
は
二
局
時
代
、
家
庭
の
経
済
事
情
で
学
資
の
仕
送
り
が
絶
え
、
勉
学
を

つ
づ
け
る
た
め
に
小
野
家
の
養
子
と
な
っ
た
。
小
野
家
の
ほ
う
で
も
、
「
公
債

で
持
っ
て
い
る
よ
り
は
此
方
が
と
い
う
勘
定
づ
く
も
有
っ
た
の
で
」
（
二
十

一
）
大
学
卒
業
ま
で
の
学
資
を
提
供
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
礼
造
に
先
立
た
れ

た
姑
の
滝
子
は
「
哲
也
が
卒
業
す
る
や
否
や
、
待
構
へ
て
ゐ
た
や
う
に
、
一
日

も
早
く
一
文
で
も
多
く
取
っ
て
貰
ひ
た
い
」
と
か
れ
に
せ
ま
る
の
で
あ
る
。
じ

っ
さ
い
当
時
の
滝
子
は
、
「
大
学
を
卒
業
し
た
ら
直
に
高
等
官
何
等
か
の
官
員

様
の
御
隠
居
様
で
チ
ン
と
澄
し
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
、
幾
ら
諭
し
て
も
自
分
一

人
極
に
極
め
て
、
少
し
は
養
子
自
慢
で
あ
っ
た
」
の
だ
（
同
）
。
こ
う
し
た
夢

を
た
く
す
当
の
相
手
が
哲
也
の
よ
う
な
人
物
で
は
、
は
か
な
い
夢
に
す
ぎ
な
い

こ
と
は
「
浮
雲
」
が
立
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
官
吏
世
界
の
な
か
で
「
余
計
者
」
た
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
文
三
の
後
身
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

哲
也
は
、
い
か
に
も
三
十
年
代
の
青
年
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
固
よ
り
一
生
学
校

な
ん
ぞ
に
埋
れ
て
了
う
了
簡
は
な
く
、
其
内
に
機
会
を
捉
へ
て
実
業
界
へ
躍
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
た
す
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
く

出
で
、
あ
は
れ
平
生
の
抱
負
を
と
、
只
管
望
み
を
将
来
に
属
し
て
ゐ
る
」
（
同
）
。

し
か
し
、
か
れ
が
自
己
の
夢
に
素
朴
に
忠
実
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
「
実
業
」
へ

の
夢
と
、
み
ず
か
ら
の
人
間
資
質
ー
そ
れ
は
現
実
に
ピ
タ
リ
と
そ
り
を
あ
わ

せ
て
生
き
る
葉
村
が
、
哲
也
を
「
人
情
」
「
理
想
」
と
い
う
「
古
本
の
精
な
ん

ぞ
に
取
慈
れ
」
た
人
問
と
し
て
否
定
的
に
裁
断
し
た
よ
う
に
、
い
い
か
え
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

そ
の
よ
う
に
現
実
と
ほ
と
ん
ど
あ
い
い
れ
な
い
関
係
に
あ
る
、
か
れ
の
人
問
ら

し
く
生
き
た
い
と
い
う
願
望
　
　
と
の
矛
盾
を
ふ
か
く
か
か
え
こ
ま
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
す

ぬ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
か
れ
は
「
遅
鈍
」
で
「
発
展
が
出
来
ぬ
」
と
い
う

文
三
的
．
オ
ブ
ロ
ー
モ
フ
的
印
象
を
負
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
現
在
の

生
活
に
空
虚
を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
実
業
」
で
あ
れ
な
ん
で
あ
れ
、
も
っ

と
現
実
に
行
動
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
脱
出
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
漠
然
と
予
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
充
実
へ
の
欲
求

を
統
一
的
に
生
か
し
て
ゆ
く
具
体
的
な
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
を
把
握
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
い
る
。
た
だ
し
、
か
れ
は
「
人
情
」
を
捨
て
て
活
動
す
る
こ
と
は

否
定
し
た
。
そ
う
し
た
と
き
、
「
人
情
」
を
捨
て
な
い
で
、
つ
ま
り
人
間
的
な

ま
ま
に
自
己
を
主
体
的
に
投
げ
か
け
て
ゆ
く
生
き
い
き
と
し
た
生
活
行
為
は
、

も
は
や
恋
愛
の
場
に
お
い
て
し
か
な
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
自
然
主
義
支
配
下

の
明
治
四
十
年
代
文
学
に
み
ら
れ
る
主
流
的
な
世
界
観
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
啄
木
の
批
評
活
動
、
「
ス
バ
ル
」
「
白
樺
」
な
ど
の
動
き
は
じ

ゅ
う
ぷ
ん
考
慮
に
い
れ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
’
そ
れ
ら
が
自
然
主
義
支
配
を

っ
き
動
か
す
よ
う
な
か
た
ち
で
は
文
壇
内
に
き
り
こ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
後
の
私
小
説
化
の
動
き
に
て
ら
し
て
も
、
文
学
史
上
の
不
幸
と
し

て
、
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
で
、
哲
也

は
、
「
僕
一
個
の
為
に
は
無
意
義
な
生
活
が
、
貴
女
の
為
だ
と
な
る
と
、
意
義

　
も

を
有
っ
て
来
る
。
沮
喪
し
た
勇
気
を
振
起
し
て
又
奮
闘
す
る
気
に
な
る
」
（
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

十
四
）
と
、
小
夜
子
と
の
恋
愛
の
な
か
に
身
を
投
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
冒
頭
の
哲
也
と
葉
村
の
「
人
情
」
論
争
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
お

な
じ
く
「
活
き
た
人
間
」
た
ら
ん
と
す
る
に
し
て
も
、
葉
村
の
実
業
と
は
ち
が

っ
て
、
恋
愛
に
お
い
て
そ
う
し
た
生
命
感
を
味
わ
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
哲
也

の
面
目
が
あ
っ
た
と
す
ら
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
哲
也
の
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
ず

ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
に
お
い
て
「
遅
鈍
」
で
「
発
展
が
出
来
ぬ
」
と
い
う
人
間
像

が
、
逆
に
葉
村
の
ご
と
き
現
実
を
無
懐
疑
に
要
領
よ
く
立
ち
ま
わ
っ
て
ゆ
く

〈
強
者
〉
に
た
い
し
て
、
相
対
的
に
批
判
力
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
か
れ
が
そ

の
恋
愛
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し

て
、
作
晶
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
か
れ
ら
の
恋
愛
を
ど
の
よ
う
に
っ
き
っ
め
て

ゆ
く
か
と
い
う
点
が
、
そ
の
文
学
が
恋
愛
を
素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
現
実
へ
の

た
た
か
い
の
契
機
を
っ
か
み
う
る
か
、
逆
に
現
実
か
ら
の
逃
避
に
と
ど
ま
る
か

と
い
う
岐
路
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
注

＠
猪
野
謙
二
「
自
然
主
義
の
文
学
皿
」
（
岩
波
講
座
「
日
本
文
学
史
」
第

　
　
一
一
巻
所
収
）
五
九
頁
。

＠
　
　
「
茶
莞
髪
」
草
稿
で
は
「
雪
江
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
＠
　
清
水
茂
「
後
期
の
二
葉
亭
１
」
（
前
出
）
。



　
　
　
　
　
　
　
３

　
小
夜
子
は
、
父
礼
造
が
小
間
使
に
生
ま
せ
た
子
で
あ
る
と
い
う
境
遇
か
ら
、

無
理
や
り
「
堕
落
し
た
」
「
金
満
家
」
渋
谷
の
家
に
家
庭
教
師
、
実
は
妾
と
し

て
「
奉
公
」
に
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
女
が
渋
谷
家
か
ら
逃
げ
帰
っ
た
の
を

契
機
に
、
二
人
は
急
速
に
接
近
し
て
ゆ
く
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
哲
也
は
ま
え
に
み
た
よ
う
な
養
子
の
墳
遇
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
づ
け

り
、
小
夜
子
は
「
哲
也
が
結
婚
す
る
と
殆
ど
同
時
に
嫁
ら
れ
て
暫
く
地
方
に

行
っ
て
ゐ
た
が
、
不
幸
に
も
其
夫
に
死
別
れ
て
今
は
出
戻
り
の
、
邪
魔
に
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
と
こ
ろ

な
が
ら
も
差
当
り
行
処
も
な
い
憐
れ
な
身
の
上
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
を
哲
也
は

我
が
身
に
引
較
べ
て
心
か
ら
憐
む
の
で
あ
っ
た
」
（
四
）
と
い
う
状
況
設
定
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
で
の
か
れ
ら
の
「
恋
愛
」
展
開
が
、
ど
う
い
う
方
向

を
た
ど
る
か
は
あ
と
で
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
ま
え
に
、
こ
の
よ
う
に

い
わ
ば
「
ま
ま
子
い
じ
め
」
型
の
状
況
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
勧
善
懲
悪
の
戯

作
文
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
物
把
握
（
造
型
）
が
き
わ
め
て
平
面
的
に
、

安
易
に
お
こ
な
わ
れ
や
す
い
条
件
を
っ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う

か
。
げ
ん
に
時
子
、
滝
子
が
そ
れ
ぞ
れ
は
な
は
だ
し
い
悪
妻
、
悪
母
と
し
て
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
ま

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
哲
也
が
時
子
に
「
私
と
お
前
さ
ん
と
は
余
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
み

性
質
が
違
い
過
る
、
お
前
さ
ん
は
派
手
だ
、
私
は
質
実
だ
』
（
五
十
四
）
と
不
満

を
述
べ
る
よ
う
に
、
諸
人
物
の
葛
藤
が
、
性
格
上
の
対
立
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

う
傾
向
を
も
っ
て
こ
ご
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
其
面
影
」

は
「
浮
雲
」
の
人
物
形
象
上
の
弱
点
を
克
服
し
え
て
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
し
か
し
、
「
浮
雲
」
で
は
人
格
と
い
う
も
の
が
き
わ
め
て
固
定
的
に
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
の
が
、
な
お
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
説
得
力
は
も
っ
て
い
な
い
に
せ
よ
、

こ
こ
で
は
状
況
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
そ
れ
が
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
状
況

の
変
化
に
応
じ
て
人
物
の
性
格
が
動
く
、
と
い
う
描
写
法
が
試
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
「
生
人
形
を
持
へ
る
と
い
う
の
が
自
分
で
付
け
た
註
文
で
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
く
人
問
を
活
か
さ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
自
然
、
性
格
に
重
き
を
置
い
た
一

と
い
う
作
者
の
意
図
は
、
こ
の
意
味
で
理
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
の
ち
の
レ

ス
ト
ラ
ン
で
の
会
食
に
お
け
る
小
夜
子
の
「
お
転
婆
」
ぶ
り
は
、
ほ
ん
ら
い
快

活
な
彼
女
が
、
「
家
」
の
な
か
で
は
「
び
く
び
く
し
た
」
性
格
を
強
い
ら
れ
る

と
い
う
不
幸
を
い
っ
そ
う
浮
き
た
た
せ
る
し
、
養
子
で
あ
る
が
ゆ
え
に
家
父
長

的
権
力
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
哲
也
が
、
「
離
縁
」
と
い
う
最
後
の
武
器
を
行

使
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
時
子
が
と
つ
ぜ
ん
く
良
妻
Ｖ
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
な

ど
に
「
生
人
形
」
造
型
の
意
図
の
あ
ら
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
状
況
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
人
間
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

と
す
れ
ば
、
『
旧
は
あ
ん
な
で
も
無
か
っ
た
ン
で
す
け
ど
』
『
第
一
あ
ん
な
に
陰

欝
じ
ゃ
な
か
っ
た
』
（
十
四
）
と
い
う
時
子
、
葉
村
の
哲
也
評
の
こ
と
ば
は
、

哲
也
じ
し
ん
か
れ
の
生
き
て
き
た
状
況
の
な
か
で
変
革
を
強
い
ら
れ
て
き
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
状
況
と
は
、
お
そ
ら
く
二
葉
亭
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば

に
相
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
生
活
は
世
界
を
通
じ
て
何
処
で
も
日
益
々
困
難
に
成
り
行
く
一
つ
の
仕

　
　
事
す
な
は
ち
生
存
の
方
法
に
十
人
も
二
十
人
も
取
着
い
て
之
を
得
ん
と
も

　
　
が
く
、
競
争
と
な
る
、
而
も
激
烈
な
競
争
と
な
る
（
略
）
我
一
身
、
我
家
族

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
を
保
全
す
る
か
力
一
杯
精
一
杯
で
勢
ひ
他
人
の
身
の
上
を
思
ふ
余
裕
を
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
ふ
、
勢
ひ
手
前
に
か
ま
け
る
や
う
に
な
る
、
即
ち
利
己
主
義
に
な
る

　
哲
也
は
こ
う
し
た
酷
烈
な
生
存
競
争
を
代
功
の
よ
う
に
］
一
ル
．
ア
ド
、
三
フ

リ
ィ
」
の
世
界
に
居
す
わ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
家
族
と
い
う
姪
桔
を
か
か
え
て

生
き
る
う
ち
に
、
漱
石
が
「
斯
う
云
ふ
開
化
の
影
響
を
受
け
る
国
民
は
ど
こ
か

に
空
虚
の
感
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
又
、
ど
こ
か
に
不
満
と
不
安
の
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

懐
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
空
虚
」
感
と
「
不
満
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
不
安
」
を
刻
み
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
哲
也
の
「
内
気
な
神
経
家
」
と
い
う

性
格
は
、
た
ん
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
時
子
が
家
計
費
の
増
額
を
哲
也
に
要
求
し
た
と

き
、　

　
「
そ
ん
な
難
題
を
持
出
し
て
人
を
困
ら
せ
る
の
は
、
か
う
も
言
つ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
せ

　
　
私
が
苦
し
が
つ
て
一
文
で
も
余
計
収
入
を
得
よ
う
と
、
焦
燥
り
出
す
だ
ら

　
　
う
と
、
思
ふ
か
ら
だ
ら
う
？
（
略
）
そ
の
動
機
も
分
つ
て
る
、
今
日
葉
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
せ
ぴ
ら
　
　
　
　
　
く
や
し

　
　
へ
行
つ
て
散
々
賛
沢
な
所
を
誇
示
か
さ
れ
た
口
借
紛
れ
に
違
ひ
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
　
　
　
　
　
ま
る

　
　
そ
れ
ぢ
や
恰
で
私
を
牛
馬
と
同
一
に
視
る
の
ぢ
や
な
い
か
？
　
そ
れ
も
何

　
　
の
為
か
と
い
へ
ぱ
、
高
が
美
服
を
着
た
い
と
か
、
指
環
を
買
ひ
た
い
と
か

　
　
　
　
　
け
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い

　
　
い
ふ
、
卑
下
の
虚
栄
心
を
満
足
さ
せ
度
ば
か
り
な
ん
だ
ら
う
？
」
（
十
九
）

と
、
か
れ
が
は
じ
め
て
露
骨
に
み
せ
る
僧
悪
は
、
時
子
へ
の
憎
悪
を
こ
え
て
、

文
明
生
活
の
か
げ
で
人
間
に
「
牛
馬
と
同
一
」
の
労
働
を
強
い
る
も
の
へ
の
、

一
種
の
肉
体
化
さ
れ
た
文
明
批
評
の
意
味
を
も
ち
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
虚
栄
」
と
「
賛
沢
」
に
み
ち
た
〈
近
代
〉
へ
の
嫌
悪
と
、
ま
た
そ

れ
ら
に
鞭
打
た
れ
て
苦
役
す
る
自
己
の
奴
隷
性
の
自
覚
が
、
哲
也
を
小
夜
子
に

近
づ
け
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
小
夜
子
は
哲

也
に
と
っ
て
〈
近
代
〉
か
ら
の
逃
げ
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

松
れ
ら
の
関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
小
説
が
、
対
者
を
領
略
し
よ
う
と
す
る

〈
闘
争
〉
と
し
て
描
き
だ
し
た
「
近
代
的
な
」
恋
愛
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
杜

会
的
障
害
に
た
ち
む
か
お
う
と
す
る
ま
え
に
内
へ
と
じ
こ
も
っ
て
し
ま
う
、
き

わ
め
て
日
本
的
な
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
意
味
で
、

か
っ
て
の
太
田
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
孤
立
し
た
恋
愛
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
茶
莞
髪
」
女
主
人
公
の
「
本
能
の
人
」
「
勝
気
」
「
情
熱

ゆ
的
」
と
い
っ
た
、
の
ち
の
「
或
る
女
」
の
葉
子
を
想
起
さ
せ
る
性
格
が
、
小
夜

子
へ
と
変
質
し
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
そ
の
と
き
、
「
茶
莞
髪
」
か
ら
「
其
面

影
」
へ
の
移
行
の
な
か
で
、
女
主
公
の
性
格
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
ば

か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
付
帯
す
る
諸
条
件
も
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
「
茶



莞
髪
」
で
は
女
主
公
は
独
立
し
た
世
帯
を
も
っ
て
お
り
、
男
主
人
公
と
は
他
人

同
志
で
あ
っ
た
の
が
、
「
其
面
影
」
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
義
兄
．
義
妹
の
関

係
へ
。
「
茶
発
髪
」
主
人
公
の
「
戦
争
未
亡
人
」
と
い
う
境
遇
が
、
小
夜
子
の

「
出
戻
り
」
と
い
う
そ
れ
へ
。
ま
た
、
当
初
の
「
其
面
影
」
人
物
プ
ラ
ン
に
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

定
さ
れ
て
い
た
小
夜
子
の
子
ど
も
が
抹
殺
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
い
っ
け
ん
さ

さ
い
な
変
更
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
最
初
の
そ
れ
は
、
「
姦
通
」
と
い
う
す
ぐ

れ
て
社
会
的
な
潜
在
性
を
も
っ
主
題
を
、
「
家
」
の
内
部
で
の
葛
藤
へ
と
す
ぼ

め
て
し
ま
う
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
あ
と
の
二
点
は
小
夜
子
の
動

き
を
身
軽
に
す
る
と
い
う
利
点
（
？
）
と
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
文

学
と
し
て
み
た
ば
あ
い
に
、
状
況
の
困
難
さ
が
そ
の
行
為
の
意
味
を
い
っ
そ
う

明
瞭
に
し
、
主
題
を
深
化
さ
せ
う
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
み
ず
か
、
ら
放
棄
す
る

こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
問
題
は
、
小
夜
子
と
哲
也
が

こ
の
よ
う
な
状
況
設
定
に
甘
え
な
が
ら
、
し
だ
い
に
か
れ
ら
の
「
マ
ィ
ホ
ー

ム
」
に
と
じ
こ
も
っ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日

本
近
代
化
の
な
か
で
「
立
身
出
世
」
の
コ
ー
ス
か
ら
と
り
の
こ
さ
れ
た
哲
也

と
、
封
建
的
人
間
関
係
に
従
属
し
て
、
お
よ
そ
「
近
代
」
と
は
無
縁
な
小
夜
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
、
明
治
と
い
う
近
代
日
本
の
現
実
を
ト
ー
タ
ル
に
拒
否
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら

は
じ
き
だ
さ
れ
た
場
所
こ
そ
、
か
れ
ら
が
恋
愛
に
よ
っ
て
っ
く
り
あ
げ
た
、
下

宿
の
一
問
で
し
か
な
い
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
作
晶
の
な

り
ゆ
き
そ
の
も
の
が
、
逆
に
作
者
の
創
作
態
度
を
も
逃
げ
腰
に
し
な
い
で
は
お

　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
二
葉
亭
が
創
作
途
中
で
、
義
妹
と
の
婚
姻
が
法
的
に
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

立
す
る
か
否
か
を
専
門
家
に
た
ず
ね
た
と
い
う
、
や
や
滑
稽
な
逸
話
は
、
か
れ

の
調
査
熱
心
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
き
び
し
い
条
件
を
あ
え
て
設
定
す
る

な
か
で
問
題
を
ね
ぱ
り
づ
よ
く
追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
を
回
避
し
ょ
う
と
す
る
、

創
作
態
度
の
後
退
と
し
て
把
握
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
は
、
こ
の
作
晶
が
恋
愛
を
現
実
に
た
い
し
て
批
判
的
に
く
い
こ

ん
で
ゆ
く
た
め
の
経
路
と
し
て
で
は
な
く
、
逆
に
現
実
逃
避
の
場
と
し
て
と
り

あ
げ
た
と
い
う
意
味
で
、
「
浮
雲
」
の
弱
点
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
だ
も
の
と
し

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
小
夜
子
を
と
お
し
て
、
渋
谷
の
よ
う
な
「
堕
落
し
た
」

「
金
満
家
」
を
批
判
的
に
、
な
か
ば
戯
画
的
に
描
き
だ
す
視
点
は
失
わ
れ
、
冒

頭
に
提
示
さ
れ
た
哲
也
と
葉
村
と
の
対
立
の
意
味
も
も
は
や
ぼ
か
さ
れ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
、
作
晶
全
体
が
「
性
格
葛
藤
の
劇
」
と
い
っ
た
観
を
い
ち
じ
る
し
く
呈
し
て

き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
人
物
設
定
上

の
諸
条
件
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
「
二

人
が
今
の
身
上
で
は
道
義
か
ら
見
て
も
、
利
害
か
ら
考
へ
て
も
、
宜
し
く
当
に

　
（
マ
マ
）

別
れ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
れ
る
気
が
な
い
と
す
れ
ば
、
道
義
も
利
害
も
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
な
げ

外
に
措
い
て
、
死
し
て
情
に
殉
ぜ
ん
と
欲
す
る
小
夜
子
の
心
は
寧
ろ
健
気
だ
と

思
ふ
」
（
六
十
五
）
と
い
う
叙
述
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、
作
者
じ
し
ん
既
成

道
徳
へ
の
懐
疑
は
皆
無
で
あ
り
、
そ
れ
を
含
む
世
問
と
た
た
か
う
姿
勢
を
主
人

公
た
ち
か
ら
引
き
だ
し
う
る
状
況
を
設
定
で
き
な
い
ま
ま
に
、
小
夜
子
を
勝
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

に
連
れ
去
ら
せ
、
哲
也
は
現
実
の
外
で
あ
る
「
支
那
」
に
ゆ
か
せ
て
し
ま
う
と
．

い
う
、
二
葉
亭
の
現
実
認
識
・
現
実
追
究
の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
　
注＠＠＠＠ゆゆ＠＠

「
私
は
懐
疑
派
だ
」
（
「
全
集
」
第
五
巻
）
二
三
〇
頁
。

「
草
稿
（
雑
）
」
（
「
全
集
」
第
八
巻
）
九
三
頁
。

「
現
代
日
本
の
開
化
」
（
「
漱
石
全
集
」
第
二
巻
）
三
三
九
頁
。

「
手
帳
十
五
」
（
「
全
集
」
第
六
巻
）
四
一
〇
頁
。

「
茶
琵
髪
人
物
」
（
手
帳
十
三
）
１
「
全
集
」
第
六
巻
三
九
六
～
三
九

七
頁
。

　
「
一
雄
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
調
査
の
依
頼
は
、
明
治
三
九
年
九
月
七
日
横
山
源
之
助
宛
書
簡
に

み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
（
「
全
集
」
第
七
巻
）
三
四
四
ｚ
三
四
五
頁
。

　
中
村
光
夫
「
其
面
影
」
（
新
潮
文
庫
）
解
説
。

４

　
哲
也
と
小
夜
子
が
、
現
実
世
界
か
ら
自
分
た
ち
を
遮
断
し
て
し
ま
っ
た
た

め
、
状
況
が
か
れ
ら
の
積
極
的
な
た
た
か
い
に
よ
っ
て
打
開
さ
れ
る
可
能
性
を

も
た
な
く
な
っ
た
作
品
世
界
が
、
た
と
え
ば
同
年
に
出
た
「
破
戒
」
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

独
善
的
自
己
救
済
に
お
わ
ら
な
い
た
め
に
残
さ
れ
た
方
法
は
、
作
者
お
得
意
の

　
サ
タ
ィ
ア

「
調
刺
」
と
い
う
方
向
に
お
い
て
し
か
な
か
っ
た
。
哲
也
は
小
夜
子
と
の
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ト
ラ
ン
で
の
会
食
、
中
村
光
夫
に
い
わ
せ
れ
ば
「
生
涯
を
賭
す
る
に
足
る
瞬
間
」

を
味
わ
さ
れ
た
の
ち
、
急
迫
に
戯
画
化
さ
れ
は
じ
め
、
一
種
の
ど
ら
息
子
じ
み

て
く
る
。
小
夜
子
も
そ
う
し
た
哲
也
を
客
観
視
す
る
眼
を
も
ち
、
批
判
し
は
じ

め
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
哲
也
が
「
支
那
」
出
張
を
利
用
し
た
駆
け
落
ち

を
提
案
し
た
と
き
、
小
夜
子
は
『
ぢ
や
、
ま
あ
、
体
好
く
逃
げ
る
の
で
す
ね
え
』

と
な
じ
る
（
六
十
四
）
。
こ
れ
は
こ
と
ぱ
は
ち
が
っ
て
い
て
も
、
「
そ
れ
か
ら
」

の
三
千
代
の
代
助
に
た
い
す
る
こ
と
ば
、
『
少
し
胡
麻
化
し
て
入
ら
っ
し
や
る

様
よ
』
と
同
質
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
。
現
実
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
を
拒
否
な
い
し
放
棄
す
る
権
利
を
得
た
と
み
な
す
、
知
識
人
に
あ
り
が
ち
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
え
さ
ん

ロ
ジ
ッ
ク
の
歎
騎
性
を
彼
女
た
ち
は
直
観
的
に
見
破
っ
た
の
で
あ
る
。
『
姉
様

に
余
り
気
の
毒
で
成
り
ま
せ
ん
も
の
』
（
五
十
七
）
と
何
度
も
な
げ
く
小
夜
子

は
、
哲
也
と
の
間
に
幸
福
を
築
く
こ
と
が
、
ま
た
別
の
ひ
と
り
の
女
の
不
幸
を

生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
当
時
の
社
会
的
か
ら
く
り
を
、
女
の
身
と
し

て
っ
よ
く
意
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
小
夜
子
で
あ
っ
た
れ
ば
こ

そ
、
自
分
が
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
妻
へ
の
は
じ
め
て
の
憐
欄
に
足
を
と
ら
れ

て
決
断
で
き
な
い
哲
也
の
優
柔
不
断
を
、
う
ら
め
し
さ
を
こ
め
な
が
ら
も
、

「
人
情
」
と
し
て
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
六
十
三
）
。
そ
し

て
、
「
家
」
を
ふ
り
き
れ
な
い
で
苦
悶
す
る
哲
也
と
対
座
し
て
、
小
夜
子
は
、



彼
女
の
ま
え
に
抗
し
が
た
く
立
ち
は
だ
か
る
「
妻
」
の
座
が
も
っ
力
を
に
が
く

も
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
六
十
四
）
。
こ
の
よ
う
に
方
途
の
な
い
立
場
に
お

か
れ
た
彼
女
の
、
自
分
が
身
を
ひ
く
か
、
あ
る
い
は
「
死
」
か
と
い
う
決
断

は
、
こ
の
時
代
に
「
密
通
」
を
犯
し
て
追
い
っ
め
ら
れ
た
女
と
し
て
の
、
ぎ
り
ぎ

り
の
覚
悟
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
は
、
哲
也
の
内
心
の
欲
求
に
も
と

づ
い
た
決
断
か
ら
生
ま
れ
う
る
第
三
の
道
　
　
多
難
で
は
て
し
な
い
た
た
か
い

を
必
要
と
す
る
果
敢
な
道
　
　
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
も
、
ま
た
た

し
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
夜
子
の
意
識
の
重
み
と
、
そ
こ
ま
で
ふ
か
く
ほ

り
さ
げ
て
感
受
で
き
な
か
っ
た
哲
也
と
の
く
い
ち
が
い
が
、
ク
ラ
ィ
マ
ッ
ク
ス

を
形
成
す
る
部
分
の
、
ふ
た
り
の
会
話
の
鯛
鱈
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ぱ
、
哲
也
が
「
支
那
」
へ
の
逃
避
行
と
い
う
か
た
ち
で

も
ち
だ
し
た
安
易
な
解
決
策
は
、
小
夜
子
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
み
と
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
小
夜
子
は
幸
福
へ
の
期

待
を
最
終
的
に
断
念
し
た
。
置
手
紙
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
だ

　
　
た
だ
愚
か
な
る
身
に
も
御
志
の
少
し
浅
々
し
ゆ
う
仇
め
い
た
る
が
お
怨
み

　
　
に
て
、
（
略
）

　
　
　
　
な
つ
か
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
旦
那
さ
ま

　
　
　
　
う
ら
め
し
き
　
　
　
　
（
六
十
八
）

と
書
き
の
こ
す
小
夜
子
も
、
ま
た
し
た
た
か
な
幻
滅
を
味
わ
さ
れ
た
ひ
と
り
だ

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
田
切
秀
雄
が
、
「
浮
雲
」
の
お
勢
は
文
三
を
「
理

　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

解
し
っ
っ
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
肯
定
的
な
タ
ィ
プ
」
と
し
て
描
か
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
小
夜
子
は
、
哲
也
の
弱
点
を
も
含
め
た

全
貌
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
「
理
解
し
っ
っ
批
判
す
る
」
タ
ィ

プ
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
彼
女
は
、
哲
也
を
捨
て
石
に
し

て
、
生
活
者
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　
い
っ
ぼ
う
、
「
支
那
」
の
地
で
ア
ル
中
乞
食
に
ま
で
零
落
し
て
葉
村
の
ま
え

に
あ
ら
わ
れ
た
哲
也
は
、
み
ず
か
ら
告
白
す
る
よ
う
に
、

　
　
「
君
は
能
く
僕
の
事
を
中
途
半
端
だ
と
い
つ
て
攻
撃
し
ま
し
た
な
。
成
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ろ

　
　
僕
に
は
昔
か
ら
何
だ
か
中
心
点
が
二
あ
つ
て
、
始
終
そ
の
二
点
の
間
を
術

　
　
う
ろ

　
　
僅
し
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
た
で
す
。
だ
か
ら
事
に
当
つ
て
何
時
も
狐
疑

　
　
遂
巡
す
る
、
決
着
し
た
と
こ
ろ
が
な
い
（
略
）
」
（
七
十
七
）

と
い
う
、
ひ
き
さ
か
れ
た
「
性
格
破
産
者
」
に
な
り
お
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
批
判
的
に
近
代
を
生
き
よ
う
と
す
る
知
識
人
の
運
命
を
、
二
葉
亭

が
文
学
を
と
お
し
て
検
証
し
た
結
論
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
晶
は
葉
村
の

大
繁
盛
ぶ
り
を
告
げ
て
と
じ
ら
れ
る
。
哲
也
に
お
け
る
「
人
情
」
と
「
実
業
」

と
の
相
克
に
、
あ
き
ら
か
に
二
葉
苧
じ
し
ん
の
「
文
学
」
と
「
実
感
」
（
生
活
）

の
問
題
が
投
影
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
作
晶
が
、
こ
こ
で
哲
也
の
失
意

と
「
人
情
」
の
敗
北
を
描
き
だ
し
た
こ
と
は
、
文
三
救
済
の
不
可
能
性
の
自
覚

が
「
浮
雲
」
を
中
絶
せ
し
め
た
以
上
に
、
重
大
な
屈
折
を
作
者
に
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

　
周
知
の
よ
う
に
、
二
葉
亭
の
後
半
生
は
、
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
日
露
問
題
」

を
思
想
生
活
の
主
軸
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
。
ま
た
、
「
其
面
影
」
の
作
晶
世

界
を
統
一
的
に
構
築
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
哲
也
の
生
き
た
日
露
戦
前
後
の
状

況
へ
の
眼
を
ぬ
き
に
し
て
は
不
可
能
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
げ
ん
に
哲
也
の
人
物

形
象
の
う
え
に
は
、
日
露
戦
時
下
に
お
け
る
二
葉
亭
の
日
本
人
観
が
直
接
に
反

　
　
　
　
　
ゆ

映
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
と
同
時
に
書
き
だ
さ
れ
た
こ

の
作
晶
が
、
「
日
露
戦
争
の
時
」
（
七
十
七
）
と
い
う
わ
ず
か
一
度
の
意
味
も
な

い
副
詞
句
を
の
ぞ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
状
況
を
問
題
な
い
し
背
景
と
し
て

か
か
え
こ
ん
で
い
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
新
聞
社

員
、
翻
訳
家
、
語
学
者
、
文
学
者
と
し
て
の
当
時
の
自
分
の
生
活
を
「
ひ
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

う
な
顔
を
し
て
日
向
ぼ
こ
り
を
し
て
ゐ
る
」
と
し
て
み
ず
か
ら
一
蹴
す
る
よ
う

な
、
か
れ
の
文
学
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

　
　
　
通
訳
を
さ
へ
志
願
す
る
気
に
相
成
候
と
て
御
高
諭
に
従
ひ
て
文
壇
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
　
へ
る
気
に
は
如
何
に
し
て
も
な
れ
不
申

　
「
通
訳
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
「
日
露
問
題
」
を
背
景
と
し
て
出
て
き
て
い

る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
れ
の
有
名
な
「
文
学
嫌
い
」
は
、
日

露
戦
争
と
い
う
切
迫
し
た
現
実
的
状
況
の
な
か
で
文
学
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
の

無
力
感
・
空
虚
感
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
、
相
対
的
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
。
と
す
る
と
、
「
日
露
問
題
」
と
い
う
こ
と
ば
に
か
れ
が
要
約
し
た
当
時
の

時
代
状
況
へ
の
か
れ
の
か
か
わ
り
か
た
の
な
か
で
、
文
学
を
手
段
と
す
る
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
は
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
理
解
の
う
え
に
立
っ
て
「
小
説
総

論
」
を
書
き
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
の
も
つ
現
実
認
識
の
手
段
と
し
て

の
機
能
、
そ
し
て
、
〈
写
実
の
文
学
〉
か
ら
し
だ
い
に
〈
た
た
か
い
の
文
学
〉

へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
な
か
で
か
ち
と
ら
れ
た
、
人
問
解
放
と
現
実
変
革
を
意

志
す
る
、
た
た
か
い
の
手
段
と
し
て
の
機
能
、
こ
の
近
代
文
学
の
も
つ
大
き
な

ふ
た
っ
の
実
効
的
側
面
を
み
ず
か
ら
の
創
作
活
動
を
と
お
し
て
把
握
し
え
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
え
ず
現
実
と
の
緊
張
し
た
か
か
わ
り

を
欲
す
る
創
作
主
体
が
、
文
学
を
そ
の
手
段
に
で
き
ず
、
逆
に
こ
の
文
学
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

異
和
感
そ
の
も
の
を
創
作
動
機
に
し
た
と
き
、
「
平
凡
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
自
己
の
文
学
へ
の
深
い
懐
疑
が
、
「
浮
雲
」
か
ら
「
平
凡
」
ま
で
含

め
て
「
私
小
説
」
に
一
歩
の
距
離
ま
で
近
づ
い
た
か
れ
の
作
晶
を
私
小
説
的
な

自
足
に
お
わ
る
こ
と
か
ら
、
自
己
戯
画
的
と
い
う
か
た
ち
で
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
て

い
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
そ
の
自
己
と
文
学
へ
の
不
信
は
、
最
後
に
は
同
じ
自

潮
的
な
姿
勢
の
ま
ま
で
自
己
追
究
・
現
実
追
究
を
放
棄
し
て
し
ま
う
甘
さ
を
許

容
す
る
作
用
も
し
た
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
し
か
も
、
現
実
と
の
緊
張
関
係

を
失
っ
た
作
晶
世
界
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
終
極
に
み
ち
び
こ
う
と
す
る
意
識

が
、
結
末
の
陰
惨
に
よ
じ
れ
た
自
己
戯
画
化
に
い
っ
そ
う
拍
車
を
か
け
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
自
己
の
弱
点
を
漢
然
と
自
覚

し
な
が
ら
、
客
観
的
に
対
象
化
で
き
な
い
ま
ま
に
「
実
感
」
の
方
向
に
す
べ
り



落
ち
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
か
れ
の
「
文
学
否
定
」
「
文
学
放
棄
」
の
論
理
（
と

い
う
よ
り
も
実
感
）
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、

　
　
　
ゆ

　
　
　
氏
は
、
ま
だ
、
実
行
文
芸
の
成
立
を
考
へ
得
な
か
つ
た
ら
し
い
。
氏
の

　
　
所
謂
実
感
は
僕
の
刹
那
主
義
に
於
て
其
ま
ま
文
芸
と
な
り
得
る
こ
と
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
若
し
そ
れ
を
思
考
し
て
ゐ
た
な
ら
、
氏
が
経
済
家

　
　
た
る
を
尊
ぶ
と
同
じ
心
持
ち
で
、
文
学
者
た
る
を
も
重
ん
ず
る
こ
と
が
出

　
　
　
　
　
＠

　
　
来
た
筈
だ
。

と
臆
面
も
な
く
い
っ
て
の
け
た
岩
野
泡
鳴
が
、
二
葉
亭
の
「
芸
術
と
実
行
」
の

分
裂
を
、
お
よ
そ
「
形
式
内
容
と
も
に
あ
く
ま
で
も
反
社
会
的
な
方
向
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

『
実
行
即
芸
術
」
論
を
完
結
さ
せ
て
い
っ
た
」
と
い
え
る
よ
う
な
か
た
ち
で

「
統
一
」
し
て
ゆ
く
す
じ
み
ち
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
二
葉
亭
が
こ
の

分
裂
を
挫
折
と
痛
覚
し
て
文
学
を
放
棄
し
た
態
度
は
、
か
れ
が
「
正
直
」
を
標

梼
す
る
文
学
者
と
し
て
の
真
撃
さ
を
し
め
し
え
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う

か
。
泡
鳴
の
居
丈
高
な
こ
と
ば
よ
り
も
、
文
学
と
現
実
社
会
と
の
狭
間
を
ゆ
れ

う
ご
い
た
二
葉
亭
の
生
き
か
た
が
、
お
の
れ
の
文
学
を
捨
て
石
に
し
な
が
ら
、

文
学
本
来
の
意
味
を
ほ
く
ら
に
問
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
泡
鳴
と
そ
れ
に
っ
づ
く
同
系
の
私
小
説
家
が
、
い
わ
ば
二
葉
亭
の
挫
折
の
方

向
に
お
い
て
さ
な
が
ら
に
そ
の
問
題
を
う
け
っ
い
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
克
服
の

方
向
に
お
い
て
は
、
や
が
て
漱
石
を
経
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
〈
た
た
か
う
文
学
〉

　
　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

に
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
、
、

　
　
注＠＠ゆ＠ゆ

注
＠
に
同
じ
。

　
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」
（
「
漱
石
全
集
」
第
四
巻
）
四
〇
四
頁
。

　
「
明
治
文
学
史
」
（
潮
文
庫
）
一
七
五
頁
。
な
お
同
様
の
指
摘
は
、
同

「
二
葉
亭
四
迷
」
（
岩
波
新
書
）
に
も
あ
る
。

　
明
治
三
十
六
年
六
月
十
三
日
遣
逢
宛
書
簡
（
「
全
集
」
第
七
巻
所
収
）

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
二
葉
亭
の
日
本
人
観
と
、
先
に
引
用
し
た
哲
也
の
自

己
告
白
の
内
容
と
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
興
味
ぶ
か
い

間
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
く
わ
し
く
と
り
あ
げ
る
余
裕
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
明
治
三
十
七
年
十
二
月
（
推
定
）
井
田
孝
平
宛
書
簡
（
「
全
集
」
第
七

巻
）
二
七
五
頁
。
引
用
は
直
接
に
は
「
脳
貧
血
」
に
よ
る
養
生
中
の
状
態

を
さ
す
が
、
ｍ
そ
れ
以
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
か
れ
の
日
常
的
な
不
満
閉

こ
の
前
後
の
書
簡
す
べ
て
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
日
露
関
係
が

緊
迫
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
の
時
期
に
か
れ
が
異
常
な
あ
せ
り
を
み
せ
て
い

る
こ
と
固
そ
し
て
、
そ
の
現
実
状
況
の
な
か
へ
参
加
し
た
い
と
い
う
意
識

は
、
本
文
で
の
ぺ
た
か
れ
の
職
業
に
そ
っ
た
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ず
、
も

っ
と
直
接
な
か
か
わ
り
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
－
こ
れ
は
の
ち
に
か
れ
の

実
生
活
が
証
明
し
た
ー
以
上
の
こ
ど
か
ら
考
え
て
、
引
用
文
は
当
時
の
か

れ
の
生
活
全
体
に
む
け
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
『
其
面
影
』
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

ゆ
　
明
治
三
十
八
年
三
月
（
？
）
（
遭
遙
推
定
）
道
遙
宛
書
簡

　
七
巻
）
二
八
○
頁
。

ゆ
明
治
四
十
年
。

ゆ
　
二
葉
亭
を
さ
す
。

ゆ
　
　
「
実
業
家
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

＠
　
岩
野
泡
鳴
「
二
葉
亭
と
独
歩
」
（
広
文
庫
「
泡
鳴
全
集
」

　
三
七
六
頁
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
。
九
四
頁
。

（
「
全
集
」
第

第
十
七
巻
）

六
四
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