
中

島

敦

の

世

人
の
性
情
に
は
幾
つ
か
の
類
型
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
、
中
島
敦
は
自
身
に
二
つ
の

病
弊
が
あ
っ
た
と
い
う
。
一
つ
は
虫
疾
、
他
の
一
つ
は
狼
疾
で
あ
る
。

虫
疾
と
は
向
か
。

彼
は
韓
非
子
の
次
の
よ
う
な
句
を
引
く
。
「
虫
有
脱
者
。
一
身
両
口
、
争
相
蛇
也
。

遂
相
食
、
因
自
殺
」
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
説
明
す
る
。

「
身
体
を
二
つ
に
切
断
さ
れ
る
と
、
直
ぐ
に
、
切
ら
れ
た
各
々
の
部
分
が
互
ひ
に
闘

争
を
始
め
る
虫
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
自
分
も
そ
ん
な
虫
に
な
っ
た
や
う
な
気
が
す
る
。

と
い
ふ
よ
り
も
、
未
だ
切
ら
れ
な
い
中
か
ら
、
身
体
中
が
幾
つ
も
に
分
れ
て
争
ひ
を
始

め
る
の
だ
。
外
に
向
っ
て
行
く
対
象
が
無
い
時
に
は
、
我
と
自
ら
を
噛
み
、
さ
い
な
か

よ

り

、

仕

方

が

な

い

の

だ

。

」

(

「

か

め

れ

お

ん

臼

記

」

)

虫
疾
と
は
そ
ん
な
病
だ
と
中
島
は
い
う
で
航
と
は
姻
で
あ
る
。
中
島
の
腹
中
に
は
姻

虫
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
抑
制
虫
と
は
何
か
。
彼
は
「
山
月
記
」
の
中
で
そ
れ
を
「
尊
大

な
差
恥
心
」
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
と
言
い
か
え
て
い
る
。
な
ま
じ
っ
か
幼
少
よ
り
持

っ
て
い
る
衿
侍
の
た
め
に
自
分
で
自
分
の
自
在
な
行
動
を
お
さ
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

行
動
の
判
断
を
他
に
ま
か
せ
、
他
者
が
己
れ
を
ど
う
み
る
か
、
ど
う
考
え
る
か
、
そ
れ

を
自
分
の
行
動
の
基
準
と
し
、
そ
の
中
で
い
つ
も
続
々
と
し
て
、
他
に
唾
わ
れ
ま
い
、

他
に
卑
し
め
ら
れ
ま
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
幼
い
頃
、
試
験
の
結
果
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
彼
は
必
ず
、
自
分
の
予
想
よ

り
も
悪
く
答
え
る
の
を
常
と
し
て
い
た
。
「
自
惣
屋
」
、
「
間
違
ひ
に
気
の
つ
か
な
い

界

槙

林

混

頭
の
粗
雑
な
男
」
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
は
我
慢
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

実
際
の
成
績
が
予
想
よ
り
悪
く
て
、
ナ
ア
ン
ダ
と
笑
わ
れ
る
の
が
「
此
上
な
く
著
し
か

っ
た
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
自
己
の
感
動
を
卒
直
に
あ
ら
わ
す
乙
と
も
恥
ず
か
し

く
思
う
。
死
に
頻
し
た
祖
父
の
手
を
握
り
、
そ
の
澄
ん
だ
美
し
い
眼
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、

不
思
議
な
感
動
が
身
体
中
を
つ
き
ぬ
け
て
い
く
の
を
感
ず
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
時
の

感
動
が
す
ぎ
る
と
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
気
差
か
し
く
思

U
だ
さ
れ
、
忌
々
し
く
な
っ
て
く

る

の

で

あ

る

。

(

「

斗

南

先

生

」

)

し
た
が
っ
て
、
何
事
に
つ
け
て
も
感
動
で
き
な
い
乙
と
に
な
る
。
感
動
は
自
己
の
素

朴
、
単
純
な
露
出
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

彼
は
す
べ
て
の
夢
を
断
つ
、
あ
る
い
は
断
と
う
と
試
み
る
。
あ
ら
ゆ
る
感
動
に
対
す
る

耽
溺
を
拒
否
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
自
己
の
心
情
に
の
み
乙
だ
わ
っ

た
じ
め
じ
め
と
し
た
嫌
な
男
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

虫
疾
と
は
そ
ん
な
病
を
い
う
。

現
実
の
夢
を
断
つ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
俗
世
間
を
超
越
し
た
男
に
な
る
の

か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
国
漢
の
老
教
師
に
大
袈
裟
に
褒
め
ら
れ
る
と
、

彼
の
尊
大
な
自
尊
心
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
よ
ろ
こ
ば
さ
れ
る
。
「
社
焚
川
も
セ
ザ
ア
ル

あ
な

-
フ
ラ
ン
ク
も
ス
ピ
ノ
ザ
も
填
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
乳
薮
が
、
一
つ
の
讃
辞
、
一
つ

の
開
設
に
よ
っ
て
忽
ち
充
た
さ
れ
る
」
(
「
狼
疾
記
」
〉
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
驚
き
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で
も
あ
る
。

彼
は
そ
う
い
っ
た
矛
盾
す
る
自
己
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
自
責
を
試
み
る
。



「
行
動
能
力
が
無
い
た
め
に
、
世
の
中
か
ら
取
残
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
の
こ
と
ち
ゃ
な

い
か
。
世
俗
的
な
活
動
力
が
無
い
と
い
ふ
乙
と
は
、
そ
れ
に
、
決
し
て
、
世
俗
的
な
欲

望
迄
が
無
い
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
ん
だ
か
ら
な
。
卑
俗
な
欲
望
で
一
杯
の
く
せ
に
、

そ
れ
を
獲
得
す
る
だ
け
の
実
行
力
が
無
い
か
ら
と
て
、
い
や
に
上
品
が
る
な
ん
ざ
あ
、

悪
い
趣
味
だ
。
追
ひ
つ
め
ら
れ
た
孤
立
な
ん
ぞ
は
少
し
も
悲
壮
で
な
ん
か
あ
り
は
し
な

い

。

」

(

「

猿

疾

記

」

)

こ
う
し
た
自
己
岡
賓
と
自
己
嫌
悪
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
も
、
結
果
と
し
て
彼
は
何

一
つ
行
動
で
き
伝
い
の
だ
。
動
け
な
い
こ
と
が
自
己
の
唯
一
の
所
為
と
も
思
う
か
ら
で

あ
る
。そ

の
彼
に
と
っ
て
、
観
念
や
抽
象
を
も
て
あ
そ
ば
な
い
で
、
つ
ね
に
生
々
と
し
た
行

動
力
を
持
つ
人
々
は
う
ら
や
ま
し
い
。
行
動
と
実
用
の
権
化
、
恥
も
外
間
も
な
く
物
質

的
で
、
懐
疑
、
差
恥
、
「
て
れ
る
」
と
い
っ
た
気
持
と
全
く
縁
遠
い
国
語
教
師
の
吉

田
、
高
等
教
員
検
定
試
験
に
合
格
し
、
有
頂
天
に
な
っ
て
喜
ぶ

K
君
(
「
か
め
れ
お
ん

日
記
」
)
、
自
分
の
妻
が
載
っ
た
「
日
本
名
婦
伝
」
と
い
う
書
を
み
せ
て
喜
悦
を
洩
ら

す
M
氏
(
「
狼
疾
記
」
)
、
お
よ
そ
、
抽
象
思
考
の
全
く
欠
如
し
た
行
動
の
権
化
ト
ム

ソ
ン
(
「
北
方
行
」
)
、
そ
し
て
、
完
全
な
没
自
我
の
中
に
飛
淘
で
き
る
、
実
行
の
天

才
、
孫
悟
空
(
「
悟
浄
歎
巽
」
)
、
こ
う
い
っ
た
存
在
は
、
彼
に
と
っ
て
半
ば
の
蔑
視

と
、
半
ば
以
上
の
景
仰
の
的
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
不
思
議
な
依

存
の
心
さ
え
起
こ
る
の
で
あ
る
。

非
力
な
自
己
の
無
行
為
性
と
そ
の
正
当
化
、
自
己
の
底
に
流
れ
る
、
俗
悪
な
願
望
、

そ
う
い
っ
た
自
己
の
心
情
が
わ
か
れ
ば
わ
か
る
ほ
ど
、
そ
の
心
情
は
奇
妙
な
自
縛
の
縄

と
な
り
、
彼
は
ま
す
ま
す
素
直
に
、
直
情
的
に
感
動
的
に
動
け
な
く
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
は
求
道
者
で
あ
っ
て
認
識
者
で
は
な
い
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

限
り
の
な
い
合
せ
鏡
の
前
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
何
と
か
こ
こ
か
ら
逃
が
れ
よ
う
と
試
み
る
。
「
何
事
を
も
(
身
の
程
知
ら
ず

に
も
)
永
遠
と
対
比
し
て
考
へ
る
た
め
に
、
先
づ
そ
の
無
意
味
さ
を
感
じ
て
了
ふ
の
で

あ
る
。
実
際
的
伝
対
・
処
法
官
官
講
ず
る
前
に
、
そ
の
こ
と
の
究
極
の
無
意
味
さ
を
考
へ
て

(
本
当
は
感
ず
る
の
だ
。
理
窟
で
は
な
く
、
ア
ア
ツ
マ
ラ
ナ
イ
ナ
ア
と
い
ふ
援
の
底
か

ら
の
感
じ
)
一
切
の
努
力
を
描
棄
し
て
了
ふ
の
だ
。
一
(
「
か
め
れ
お
ん
臼
記
」
)

彼
は
こ
の
よ
う
に
、
つ
ね
に
、
問
題
を
無
限
と
対
置
品
等
』
る
こ
と
に
・
よ
っ
て
、
自
己
の

無
行
為
性
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
自
己
の
卑
劣
な
性
癖
を
分
析
し
た
の
ち
、
何
と

か
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
い
く
手
段
を
探
し
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
う
い
っ
た
自
己
内

聞
の
癖
を
の
り
こ
え
る
た
め
、
何
と
か
自
己
の
惨
め
さ
の
意
味
を
転
化
し
よ
う
乞
様
々

に
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
段
の
第
一
と
・
)
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
も
の
ほ
、
逆
に
、

そ
の
内
閉
そ
の
も
の
に
ひ
た
り
こ
も
う
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
円
閉
を
の
白
E
こ

え
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
徹
し
て
み
れ
ば
い
い
じ
平
位
い
か
と
彼
は
思
う
。
例

え
ば
、
外
へ
向
っ
て
開
か
れ
た
器
宮
を
総
べ
て
閉
じ
て
、
石
に
な
ろ
う
と
思
う
。

「
石
と
な
れ
石
は
怖
れ
も
苦
し
み
も
憤
り
も
な
け
む
は
や
石
と
位
れ

我
は
も
や
石
と
な
ら
む
ず
石
と
な
り
て
つ
め
だ
き
海
を
沈
み
行
か
ば
や
」

(
歌
稿
「
和
歌
で
な
い
歌
」
)

ま
た
、
例
え
ば
、
「
自
分
の
位
置
を
知
り
、
自
己
及
び
自
己
の
世
界
の
下
ら
な
さ
、

狭
さ
を
知
悉
し
て
ゐ
る
絶
望
的
役
金
魚
」
(
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
)
と
い
っ
た
形
で
、

金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
に
自
己
の
心
情
を
托
し
た
り
も
す
る
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
、
こ
れ
で
は
生
存
の
意
味
は
ど
く
な
る
、

と
も
思
う
。
自
己
内
閣
か
ら
の
抜
け
道
を
探
そ
う
と
努
め
る
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な

z
p
ス
グ
ル

lν
ず
り
イ

ら
な
い
。
「
も
っ
と
我
執
を
も
て
/
我
欲
/
排
他
的
に
一
つ
の
事
に
迷
ひ
込
心
こ
と
が

唯
一
の
救
だ
。

E

一
(
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
)

a

彼
は
、
こ
の
よ
う
な
、
自
己
を
没
却

し
た
行
動
に
救
い
を
求
め
ま
う
と
す
る
。
騒
い
の
対
家
は
何
で
も
い
い
の
だ
。
と
に
か

く
盲
目
的
に
行
動
す
る
乙
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
手
段
で
あ
る
。
歌
稿
の
中
で
も

次
の
よ
う
に
う
た
う
。

-33ー



「
あ
る
時
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
が
教
へ
け
る
併
引
に
よ
ら
で
加
は
救
は
れ
じ
」

(
「
和
歌
で
な
い
歌
」
)

し
か
し
、
事
実
と
し
て
は
、
何
一
つ
動
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
も
、

は
っ
き
り
自
覚
し
て
い
る
の
だ
。
虫
疾
と
は
こ
の
よ
う
に
、
自
我
の
中
で
常
に
左
右
に

援
幅
す
る
無
行
為
性
の
症
状
を
い
う
。

い
ま
一
つ
の
病
弊
、
狼
疾
と
は
何
か
。

彼
は
、
孟
子
の
次
の
句
を
引
く
。
「
養
其
一
指
、
而
失
其
一
屑
背
、
而
不
知
也
、
則
為

狼
疾
人
也
」
。
こ
の
狼
疾
に
つ
い
て
武
田
泰
淳
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
狼
疾
と
は
『
指
一
本
惜
し
い
ば
っ
か
り
に
、
肩
や
背
ま
で
失
ふ
の
に
気
が
つ
か
ぬ
、

そ
れ
を
狼
疾
の
人
と
い
ふ
』
と
孟
子
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
指
一
本
と
は
中
島
の
自
我

で
あ
り
、
そ
の
自
我
に
乙
だ
わ
る
文
学
的
状
態
で
あ
る
。
肩
一
や
背
と
は
生
活
体
と
し
て

の
中
島
の
全
存
在
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
ま
さ
に
そ
こ
に
自
分
の
外
に
あ
る
と
目
す
る
文

学
、
悟
空
的
自
由
と
三
蔵
的
広
大
さ
を
持
つ
文
学
で
あ
る
。
」

(
「
中
島
敦
の
狼
疾
に
つ
い
て
」
昭

mg
臼
)

私
な
り
に
い
い
か
え
れ
ば
、
民
の
い
わ
れ
る
「
自
我
」
と
は
、
前
に
の
べ
た
虫
疾
と

い
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
己
に
ζ
だ
わ
り
、
じ
め
じ
め
と
内
に
乙
も
っ
て
し

ま
う
、
そ
れ
が
指
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
に
乙
だ
わ
る
、
認
識
論
の
あ
た
り
を
う
ろ
う
ろ

す
る
。
そ
れ
が
彼
を
虎
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
虫
疾
の
結
果
、
彼
に
は
普
通
の
、

原
因
、
結
果
が
直
接
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
直
線
的
な
思
考
が
で
き
な
く
な
る
の
だ
。

自
分
は
虫
疾
か
ら
ぬ
け
切
れ
な
い
、
そ
れ
な
ら
、
そ
れ
に
徹
す
る
よ
り
し
か
た
が
な

い
じ
ゃ
な
い
か
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
い
く
。
す
な

b
ち
、
自
己
の
じ
め
じ

め
し
た
心
情
が
自
分
の
本
来
の
性
情
な
ら
、
そ
れ
に
徹
し
て
動
く
よ
り
他
に
な
い
じ
ゃ

な
い
か
、
そ
う
決
意
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
己
れ
の
愚
か
さ
が
指
で
、

他
の
可
能
性
が
肩
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
彼
は
彼
の
直
面
す
る
問
題
、
「
通
常
の
人
な
ら
も
う
卒
業
し
て
い
る
は
ず
」

の
、
人
々
に
は
愚
か
と
し
か
思
え
な
い
志
向
へ
強
引
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
を

「
存
在
の
疑
惑
」
「
漠
然
と
じ
た
不
安
」
と
い
う
形
で
彼
は
の
べ
る
。

「
そ
れ
が
今
あ
る
如
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
何
処
に
あ
る
か
0
・
も
っ
と
遥
か
に

違
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
い
い
筈
だ
。
お
ま
け
に
、
今
あ
る
通
り
の
も
の
は
可
能
の
中
で

の

最

も

醜

悪

な

も

の

で

は

な

い

か

?

」

(

「

狼

疾

記

」

)

彼
は
、
伺
か
に
つ
け
て
、
そ
う
疑
い
迷
う
。

a

あ
る
料
理
屈
で
み
た
男
の
頚
の
つ
け
ね
k
eめ
っ
た
癌
、
そ
の
男
の
意
志
を
完
全
に
無

視
し
た
、
宿
主
の
限
っ
て
い
る
時
で
も
、
そ
れ
だ
け
秘
か
に
め
ざ
め
て
崎
っ
て
い
る
よ

う
な
そ
の
醜
い
寄
生
物
に
、
得
体
の
知
れ
な
い
不
快
と
不
安
を
も
っ
て
、
人
間
の
自
由

意
志
の
働
き
得
る
範
閤
の
狭
さ
を
思
い
や
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
学
校
の
時
に
聞
い

た
地
球
の
運
命
の
話
、
太
陽
が
消
え
た
真
黒
な
空
間
を
ぐ
る
ぐ
る
と
黒
く
冷
た
い
星
共

が
廻
っ
て
い
る
と
い
う
話
な
ど
を
思
い
出
す
と
、
不
安
と
恐
怖
で
た
ま
ら
な
く
な
っ
て

い
く
。
そ
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
、
人
類
や
我
々
の
遊
星
へ
の
単
純
な
不
信
が
、
も
は

や
観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
感
覚
と
し
て
、
彼
の
体
内
の
中
に
住
み
つ
い
て
了
っ
た
の

で
は
な
い
か
」
(
「
狼
疾
記
」
)
と
思
い
疑
う
。

「
乙
れ
が
ほ
ん
の
僅
か
で
も
問
え
て
来
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
幸
福
も
名
誉
も
、
制

限

付

き

の

名

誉

、

幸

福

で

し

か

な

い

。

」

(

「

狼

疾

記

一

)

そ
う
思
う
に
つ
け
て
も
、
彼
は
こ
う
い
っ
た
不
安
か
ら
逃
げ
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
努
力

す
る
。
乙
の
不
安
が
解
消
さ
れ
る
の
は
「
形
而
上
学
的
迷
蒙
の
形
而
上
学
的
放
棄
」

(
「
狼
疾
記
」
)
で
し
か
な
い
。
そ
の
苦
し
み
が
観
念
の
苦
し
み
で
あ
る
以
上
、
観
念

的
に
乙
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
で
は
ど

う
に
も
伝
ら
な
い
。
結
局
、
彼
は
次
の
よ
う
に
自
分
で
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。

「
俺
が
斯
う
し
た
莫
迦
げ
た
事
柄
へ
の
貧
餐
を
以
て
(
し
か
も
哲
学
的
な
冷
徹
な
思

索
を
欠
い
て
)
生
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
、
唯
一
の
か
け
が
え
の
な
い
所
与
な
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な
の
だ
。
結
局
各
人
は
各
様
に
其
の
素
質
を
展
開
す
る
よ
り
外
に
手
は
な
い
。
:
:
:
女

や
酒
に
身
を
持
ち
崩
す
男
が
あ
る
や
う
に
、
形
而
上
学
的
貧
慾
の
た
め
に
身
を
亡
ぼ
す

男

も

あ

ら

う

で

は

な

い

か

。

」

(

「

狼

疾

記

」

〉

こ
う
し
て
、
彼
は
そ
の
形
而
上
学
の
中
に
身
を
投
げ
か
け
て
い
こ
う
と
決
意
す
る
。

虫
疾
に
身
を
も
ち
崩
す
こ
と
、
自
己
を
そ
れ
に
没
入
す
る

5
』
尽
よ
り
、
自
己
の
他
の
す

べ
て
の
可
能
性
を
棄
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
の
動
き
、
こ
う
い
っ
た
一
つ

の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
す
べ
て
を
決
定
す
る
彼
の
性
情
が
彼
の
い
う
狼
疾
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
中
島
は
完
全
に
狼
疾
を
患
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
が
「
細
身
の
剣
」
を
ひ
っ
さ
げ
て
「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
に
突
き
す

す
ん
だ
よ
う
に
、
北
村
透
谷
が
「
空
の
空
な
る
も
の
」
に
対
し
た
よ
う
に
、
中
島
は
「

畢
寛
、
俺
は
俺
の
愚
か
さ
に
殉
ず
る
外
に
途
は
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
」
(
「
狼
疾
記
」
)

と
思
う
の
で
あ
る
。

心
理
学
的
に
雪
ロ
え
ば
、
虫
疾
は
防
衛
機
制

(
-
z
?
W
2
2
σ

玄
o
n
r
静
岡
岡
山
3

2

)

で
い
う
単
な
る
理
窟
づ
け

(
p
p
p
ご
E
F
H
r
-
p
z
c
=
)
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ

な
い
し
、
狼
疾
も
結
局
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
イ
ク
が
の
べ
る
、
自
我
防
衛
(
岡
山
R
3
!

?
λ
=
2
1
〈
。
)
的
な
行
動
に
す
ぎ
な
い
か
も
じ
れ
な
い
。
誇
り
高
い
自
我
ゃ
、
自

己
の
全
体
を
か
け
て
保
持
し
て
き
た
自
信
の
喪
失
、
あ
る
い
は
見
栄
の
た
め
に
、
責
任

を
他
の
何
か
に
転
嫁
し
た
り
、
自
責
し
た
り
す
る
、
ご
く
普
通
の
行
動
に
も
思
え
る
。

そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
本
来
の
目
的
と
ず
れ
た
代
償
行
為
を
求
め
た
り
、
現
実
に
お
い

て
み
た
さ
れ
ぬ
願
望
を
、
空
額
ゃ
、
そ
れ
と
は
全
く
関
係
の
な
い
も
の
で
補
う
場
面
逃

避
を
行
っ
た
り
も
す
る
。
例
え
ば
、
彼
は
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
に
走
り
、
デ
イ
レ
ァ
タ
ン
ト

を
霊
歌
し
、
「
レ
オ
パ
ル
デ
イ
の
羽
を
少
し
。
シ
主
ぺ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
羽
を
少
し
。
ル

ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
羽
を
少
し
。
荘
子
や
列
子
の
羽
を
少
し
。
モ
ン
テ
エ
ニ
ユ
の
羽
を
少

し
、
伺
と
い
う
醜
怪
な
鳥
だ
」
(
「
か
め
れ
わ
ね
ん
日
記
」
)
と
教
養
の
世
界
を
さ
ま
よ

P

つ。

結
局
、
そ
れ
は
自
我
防
衛
の
一
つ
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
問
題
の
よ
う
に
も
患
わ
れ

る
。
し
か
し
、
問
題
は
ど
う
も
そ
こ
で
止
ま
ら
な
い
。
少
し
違
う
よ
う
に
思
う
。
今
少

し
考
え
を
進
め
て
み
た
い
。

中
島
の
本
質
の
中
に
は
、
そ
う
い
っ
た
心
理
学
的
な
処
理
を
通
し
て
も
、
そ
の
枠
か

ら
は
ず
れ
る
い
ま
一
つ
重
要
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
そ
れ

は
、
そ
の
、
異
常
な
盟
執
変
で
あ
る
。
中
村
光
夫
氏
が
「
観
念
の
遊
戯
」
(
「
中
急
敦

論
」
昭
路
・
臼
)
と
評
さ
れ
る
、
自
己
と
自
己
の
精
神
へ
の
園
執
、
そ
れ
が
重
要
で
あ

る
よ
う
に
私
は
思
う
。
問
題
は
こ
ζ

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
考
手
先
る
彼
の
精
神
の
内
質
追
求
と
し
て
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一

つ
は
虫
疾
や
狼
疾
に
か
か
る
、
そ
の
病
因
の
追
求
で
あ
り
、
今
一
つ
は
虫
疾
、
狼
疾
に

対
す
る
、
彼
の
と
っ
た
療
法
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
追
求
す
る
乙
と
が
、
ひ
い
て
は
中

島
敦
の
世
界
の
解
明
に
つ
ら
な
る
よ
う
に
私
は
思
う
。

ま
ず
、
前
者
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
す
伝
わ
ち
、
虫
疾
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
尊
大
佐
蒼
恥
心
」
と
「
憶
病
な
自
尊
心
」
と
は
何
か
。

「
山
月
記
」
は
、
「
臨
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を
虎

携
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
」
の
句
で
始
ま
る
。
李
徴
は
才
あ
る
た
め
、

己
の
珠
伝
る
を
信
ず
る
た
め
、
「
賎
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
」
と
し
な
い
。
中
島
の
友

人
湯
浅
克
衛
の
回
想
(
「
敦
と
私
」
)
に
よ
る
と
1

中
島
は
京
城
中
学
佼
に
お
い
て
は
、

開
校
以
来
の
秀
才
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
一
高
、
東
大
を
出
た
中
島

は
志
を
得
ぬ
ま
ま
に
、
病
苦
に
冒
か
さ
れ
、
地
方
の
一
私
守
安
学
校
の
教
師
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
は
中
島
の
自
尊
心
を
如
何
に
傷
つ
け
た
乙
と
で
あ
ろ
う
。

友
人
の
小
山
政
憲
の
回
想
(
「
中
島
敦
の
思
ひ
出
」
)
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
中
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島
敦
は
、
京
城
中
学
四
年
を
終
る
と
、
一
高
へ
去
っ
て
い
っ
た
。
中
島
の
一
高
入
学
は
、

私
た
ち
の
間
で
は
少
し
も
驚
異
で
も
讃
嘆
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
の
去
刀
た
後
の

一
年
は
一
つ
の
虚
ろ
伝
空
洞
が
出
来
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
」
そ
し
て
、
小
山
た
ち
が
教

室
で
教
師
に
や
り
と
め
ら
れ
る
と
き
、
い
つ
も
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
の
は
中
島
の
名

で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
中
島
の
全
身
に
や
き
つ
い
て
い
る
栄
光
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
小
山
の
こ
の
回
想
の
最
後
に
は
乙
ん
な
一
文
も
あ
る
。

「
大
学
は
英
文
科
に
進
む
か
と
思
っ
て
い
た
ら
国
文
科
で
、
そ
の
後
横
浜
女
学
校
に

い
る
の
を
知
っ
た
時
は
、
何
と
な
く
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
佑
し
い
気
持
で
あ
っ

た
。
」

こ
れ
は
中
島
の
屈
辱
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
、
「
敦
は
、
そ
の
頃
、
文
壇
に
登
場
し
た
大
学
の
後
輩
た
ち
の
活
躍
を
、
気
に

し
て
居
た
。
『
君
、
彼
ら
ほ
ど
の
才
能
で
も
、
努
力
す
れ
ば
、
乙
れ
伎
に
は
な
れ
る
ん

だ
。
』
そ
の
後
輩
の
文
章
の
載
っ
た
文
芸
誌
を
示
し
な
が
ら
、
そ
う
洩
し
た
乙
と
が
あ

る
。
彼
に
あ
せ
り
の
あ
る
ζ
と
を
察
し
た
。
」
と
は
、
横
浜
高
女
の
教
師
時
代
の
同
僚

山
口
比
男
の
回
想
(
「
十
二
月
六
日
ま
で
」
)
で
あ
る
。
乙
乙
に
も
中
島
の
心
情
の
一

端
が
あ
る
。

ム
ユ
つ
例
を
引
こ
う
。
南
洋
庁
時
代
、
妻
た
か
に
あ
て
た
書
簡
の
一
部
で
あ
る
。

「
船
の
中
で
、
文
芸
春
秋
の
九
月
号
(
パ
ラ
オ
で
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
)
を
見

た
ら
、
土
屋
(
朝
日
新
聞
に
ゐ
る
男
さ
。
何
時
か
話
し
た
ら
う
0
・
)
が
座
談
会
に
出
て
、

し
ゃ
べ
っ
て
ゐ
る
。

前
月
(
八
月
)
号
の
座
談
会
に
は
吉
田
〈
精
一
)
が
出
て
ゐ
る
。
皆
さ
ん
、
お
賑
や

か

な

こ

と

だ

よ

。

」

(

昭

和

十

六

年

九

月

二

十

八

日

付

)

か
く
し
て
、
「
山
月
記
」
の
原
形
は
、
中
島
の
意
識
の
世
界
の
中
に
で
き
あ
一
か
っ
て

い
る
。
彼
は
「
産
を
磁
り
」
狂
う
。
虫
疾
の
一
因
は
乙
れ
で
あ
る
之
思
う
。
彼
の
「
尊

大
な
惹
恥
心
」
「
臆
病
な
自
尊
心
」
は
俗
人
と
行
を
共
に
す
る
に
は
あ
ま
り
に
か
弱
く
、

あ
ま
り
に
ほ
こ
り
高
い
。
そ
し
て
、
そ
の
底
に
あ
る
心
情
は
あ
ま
り
に
俗
に
近
い
。
そ

れ
が
自
己
の
心
の
ず
中
に
存
在
す
る
の
が
、
、
よ
く
わ
か
る
だ
け
に
彼
は
動
け
な
く
な
る
の

で
あ
る
。
彼
の
虫
疾
の
病
因
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
原
因
の
総
て
念
そ
う
い
っ
た
単
な
る
挫
折
の
過
程
に
{
求
め
る
に
は
、

ζ

の

自
我
の
衿
侍
や
着
恥
の
尊
大
な
は
、
少
し
異
常
に
す
ぎ
る
。
他
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に

私
に
は
思
え
る
。
「
差
恥
」
と
い
い
、
「
自
尊
」
と
い
う
、
そ
の
原
因
は
何
だ
ろ
う
か
。

ど
う
や
ら
ゆ
島
の
本
質
は
そ
の
原
因
の
追
求
と
共
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

こ
こ
で
也
、
ま
た
結
論
か
=
ら
先
に
の
べ
よ
う
。
「
差
恥
」
と
は
、
他
人
に
自
己
の
欠

落
を
見
取
ら
れ
る
の
会
嫌
う
心
情
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
己
の
浅
薄
さ
を
見
抜
か
れ

る
こ
と
を
潔
ぎ
よ
ゐ
と
し
な
い
心
の
動
き
で
一
あ
る
。
「
自
尊
」
と
は
、
そ
の
中
で
左
右

に
ゆ
れ
動
く
心
情
の
振
子
の
中
心
で
あ
る
。
「
自
尊
」
の
程
度
に
よ
っ
て
、
「
筆
恥
」

の
振
幅
は
そ
の
大
き
さ
を
決
定
す
る
の
、
だ
。

そ
れ
で
は
、
乙
う
い
っ
た
、
自
ら
が
白
ら
の
行
為
を
恥
じ
る
心
情
は
一
体
何
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
何
単
な
る
モ
ラ
ル
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
軽
薄
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
も
っ

と
議
然
と
し
た
意
志
の
力
を
も
っ
。
儒
教
倫
理
と
し
て
か
に
つ
な
，

rzれ
は
、
長
足
形
骸

化
し
た
定
義
に
堕
す
。
そ
れ
は
も
つ
と
異
寅
の
、
多
く
の
要
素
を
把
持
7し)

私
は
そ
れ
を
、
か
り
に
「
土
」
の
意
識
と
名
づ
け
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
「
士
」
の

意
識
を
彼
の
f

無
行
為
性
の
一
因
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

下
吏
と
な
っ
て
俗
悪
な
大
宮
の
前
に
屈
す
る
の
を
潔
し
と
し
な
い
意
識
の
動
き
の
底

に
、
も
っ
と
厳
然
と
す
わ
っ
て
い
る
の
は
、
信
義
、
廉
恥
、
礼
儀
、
名
誉
、
そ
し
て
、

そ
う
い
っ
た
意
識
を
継
・
い
で
流
れ
る
、
あ
る
緊
張
し
た
精
神
の
律
動
と
し
て
の
、
「
士
」

の
意
識
の
よ
一
ろ
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
私
は
そ
の
よ
う
に
思
う
。

も
う
す
ζ
し
論
を
す
す
め
て
み
る
。
私
の
い
う
「
士
」
の
意
識
は
様
々
の
内
的
要
素

を
も
っ
。
J

今
、
仮
り
に
そ
れ
を
三
つ
の
要
素
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
は
恥
の
意
識
、
第
こ
に
は
義
の
意
識
、
第
三
に
は
正
直
の
意
識
で
あ
る
。
そ
う
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し
た
諸
要
素
の
か
ら
み
あ
い
が
、
彼
の
虫
疾
を
起
乙
し
、
狼
疾
へ
の
転
移
を
も
た
ら
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
初
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
虫
疾
の
病
因
と
し
て
、
先
に
私
は
自
己
の
卒
直
な
感
動

の
動
き
を
自
制
す
る
こ
と
を
の
べ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
極
度
の
自
意
識
の
所
産
に
は

違
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
、
病
因
の
今

一
つ
の
要
因
と
し
て
、
加
え
て
み
た
い
の
が
こ
の
恥
の
意
識
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
北

方
行
」
の
中
で
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
自
戒
を
主
人
公
三
造
の
口
を
か
り
で
行
な
う
。

「
生
に
対
す
る
激
情
が
、
後
悔
と
差
恥
と
を
以
て
扱
は
れ
な
け
れ
ば
伝
ら
な
い
こ
と

は
、
一
体
何
と
い
ふ
事
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
は
、
乙
れ
も
、
物
に
動
じ
な
い
事
を
以
て
修

養
の
要
請
と
し
た
東
洋
的
教
育
の
残
浮
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
と
に
か
く
、
彼
に
あ
っ

て
は
、
一
時
感
情
の
興
奮
を
以
て
考
へ
た
こ
と
は
、
あ
と
で
必
ず
そ
の
反
動
と
し
て
否

定
さ
れ
、
差
恥
を
以
て
恩
返
さ
れ
る
の
だ
。
」

物
に
動
ず
る
動
じ
な
い
は
問
題
で
な
い
。
物
に
動
じ
た
の
を
人
に
見
透
か
さ
れ
る
の

が
筒
題
な
の
で
あ
る
。
彼
の
意
識
の
中
核
は
そ
の
思
い
な
の
だ
。
坂
を
と
ろ
が
り
お
ち

る
蜜
柑
を
必
死
で
追
い
か
け
る
同
僚
の
吉
田
が
彼
に
と
っ
て
は
驚
異
で
あ
る
。
(
「
か

め
れ
お
ん
日
記
」
)
し
か
し
ま
た
、
決
し
て
彼
に
は
で
き
な
い
行
為
で
も
あ
る
の
だ
。

こ
の
感
情
の
発
生
す
る
引
そ
の
源
に
は
、
感
情
耽
溺
を
恥
と
す
る
意
識
、
軽
薄
な
心
の

動
揺
を
厭
う
意
識
が
明
確
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
号
。
。
乙
れ
は
、
道
恥
の
一
基

.
本
形
態
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
恥
の
意
識
は
今
一
つ
の
要
素
を
持
つ
。
例
え
ば
、
李
陵
の
た
め
に
弁
じ

て
、
宮
刑
の
宣
告
を
w

つ
け
た
司
馬
遷
は
次
の
よ
う
に
苦
し
み
動
突
す
る
。

「
同
じ
不
具
で
も
足
を
切
ら
れ
た
り
、
鼻
を
切
ら
れ
た
り
す
る
の
と
は
、
全
然
違
っ

た
種
類
の
も
の
だ
。
士
た
る
者
の
加
へ
ら
れ
る
べ
き
刑
で
は
な
い
。
之
ば
か
り
は
、
身

体
の
か
う
い
ふ
状
態
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
い
ふ
角
度
か
ら
見
て
も
、
完
全
な
悪
だ
、

飾
言
の
余
地
は
な
い
。
」

「
司
馬
遷
は
自
分
を
男
だ
と
信
じ
て
ゐ
た
。
文
筆
の
吏
で
は
あ
っ
て
も
、
当
代
の
如

何
な
る
武
人
よ
り
も
男
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ
た
。
」
(
「
李
陵
」
)

そ
の
彼
が
、
士
と
し
て
耐
え
る
べ
か
ら
.
さ
る
刑
を
う
け
、
そ
の
恥
の
中
で
も
だ
え
苦

し
む
。
刑
を
受
け
た
苦
し
み
ゃ
恨
み
で
は
な
い
、
土
に
あ
わ
な
い
刑
を
受
け
る
苦
し
み

な
の
で
あ
る
。
乙
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
「
光
と
風
と
夢
」
の
中
で
、

R
・
L
・
ス
テ

ィ
!
ヴ
ン
ス
ン
が
、
「
:
:
:
略
血
の
中
に
す
ら
彼
は
自
ら
、

R
・
L
・

s
・
式
な
も
の

を
見
出
し
て
、
島
一
か
の
満
足

(
0
・
)
を
覚
え
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
之
が
、
頭
の
醜
く
ひ

く
ん
で
来
る
腎
臓
炎
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
彼
は
厭
が
っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
」
と
記

す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

病
に
さ
え
一
つ
の
衿
侍
を
持
つ
、
こ
れ
は
、
一
寸
、
異
様
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
本
質
的

に
、
意
識
が
作
り
だ
す
姿
勢
の
問
題
で
あ
っ
て
、
単
な
る
ス
タ
イ
リ
ス
ト
の
問
題
で
は

な
い
。
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
て
、
私
は
恥
の
意
識
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
い
う
義
の
意
識
と
は
何
か
。
「
弟
子
」
に
お
い
て
、
子
路
を
主
人
公
に
し
て

い
る
所
に
そ
れ
を
解
く
鍵
の
一
つ
が
あ
る
。
徳
行
の
顔
淵
、
関
子
饗
、
再
伯
牛
、
言
語

の
宰
我
、
子
震
、
政
治
の
得
有
、
文
学
の
子
遊
、
子
夏
、
と
い
っ
た
孔
門
の
俊
才
、
さ

ら
に
は
、
そ
れ
よ
り
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
、
す
ば
ら
し
い
「
中
曙
へ
の
本
能
」
を
も
っ

た
孔
子
を
も
傍
役
に
し
て
、
中
島
敦
が
子
路
を
主
人
公
に
と
・
つ
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
、

そ
の
こ
と
が
、
す
で
に
、
第
一
の
、
そ
し
て
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
飽
く
迄
人
の
下
風
に
立
つ
を
潔
し
と
し
な
い
独
立
不
震
の
男
」
で
あ
る
子
路
が
、

孔
子
の
前
に
い
る
時
だ
け
は
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
、
ま
る
で
母
親
の
前
に
い
る
幼
児
の

よ
う
に
、
思
索
や
判
断
を
孔
子
に
任
か
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
路
に
も
次
の
よ
う
な
一

つ
の
衿
侍
が
あ
る
。

「
だ
が
、
之
程
の
師
に
も
尚
触
れ
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
胸
中
の
奥
所
が
あ
る
。
此
処
ば

が
り
は
譲
れ
な
い
と
い
ふ
ぎ
り
ぎ
り
結
著
の
所
が
。
一

郎
ち
、
子
路
に
と
っ
て
、
此
の
世
に
一
つ
の
大
事
な
も
の
が
あ
る
。
其
の
も
の
の
前
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に
は
死
生
も
論
ず
る
に
足
り
ず
、
況
ん
や
、
区
々
た
る
利
害
の
如
き
、
問
題
に
は
な
ら

な
い
。
侠
と
い
へ
ば
梢
々
軽
す
ぎ
る
。
信
と
い
ひ
義
と
い
ふ
と
、
ど
う
も
道
学
者
流
で

自
由
な
躍
動
の
気
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
。
そ
ん
な
名
前
は
ど
う
で
も
い
い
。
子
路
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
快
感
の
一
一
種
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
弟
子
」
)

乙
う
い
っ
た
、
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
も
思
え
る
、
義
を
重
ん
ず
る
彼
の
心
慣
、
乙
れ

が
子
路
の
行
動
の
中
核
を
な
す
。
師
の
孔
子
の
中
核
が
仁
で
あ
る
と
し
て
も
、
子
路
は

こ
の
点
で
は
ゆ
ず
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
子
路
の
世
界
は
、
儒
教
倫
理
で
処
理
さ
れ
る
世
界
で
は
な
い
。
乙
の
「

弟
子
」
と
い
う
作
品
は
昭
和
十
七
年
六
月
二
十
四
日
に
脱
稿
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

下
村
湖
人
が
「
論
語
物
語
」
を
刊
行
し
た
の
は
昭
和
十
三
年
十
二
月
で
あ
り
、
ニ
作
の

形
式
、
逸
話
の
扱
い
方
は
、
あ
ま
り
に
近
い
。
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
存
在
す
る
よ
う

に
も
思
え
る
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
本
的
に
違
う
乙
と
は
、
「
論
語
物
語
」
が
、
あ
く

ま
で
孔
子
中
心
の
「
天
の
書
」
で
あ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
天
の
道
を
説
く
孔
子
と
、

そ
の
ま
わ
り
に
続
羅
星
の
ご
と
く
群
が
る
孔
門
の
十
哲
。
対
し
て
、
中
島
の
「
弟
子
」

は
あ
く
ま
で
、
子
路
中
心
の
「
人
の
書
」
で
あ
る
。
今
、
こ
こ
に
、
も
う
一
つ
、
谷

崎
潤
一
郎
の
「
臥
麟
」
(
阻
品
・
臼
)
を
持
っ
て
く
れ
ば
、
そ
の
特
質
は
一
層
あ
ざ
や

か
に
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
思
う
。
「
畝
麟
」
は
「
天
の
書
」
で
も
、
「
人
の
書
」

で
も
な
い
。
「
地
の
書
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

試
み
に
、
孔
門
の
一
行
と
道
士
の
や
り
と
り
に
材
を
と
っ
て
、
乙
の
三
つ
の
作
品
の

違
い
を
の
べ
て
み
た
い
。
「
隊
麟
」
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

師
に
う
な
が
さ
れ
て
、
道
士
の
話
を
聞
き
に
行
っ
た
子
貢
は
、
帰
っ
て
、
道
士
が
、

死
と
生
は
一
度
往
っ
て
一
度
反
る
の
で
、
死
は
生
に
つ
な
が
り
恐
い
も
の
で
は
な
い
と

の
べ
、
悠
々
と
し
て
い
た
と
孔
子
に
告
げ
る
。
孔
子
は
「
な
か
な
か
話
せ
る
老
人
で
あ

る
が
、
然
し
其
れ
は
ま
だ
道
を
得
て
、
至
り
尽
さ
ぬ
者
と
見
え
る
」
と
、
ゆ
っ
た
り
と

こ
れ
に
反
応
す
る
。
話
の
中
心
は
孔
子
で
あ
り
、
ま
た
の
べ
ら
れ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、

孔
子
と
子
貢
の
や
り
と
り
や
両
者
の
心
情
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
泰
然
と
し
て
動
か
芯

い
孔
子
の
姿
勢
な
の
で
あ
る
。
聖
人
孔
子
の
講
箆
に
座
し
て
、
弟
子
達
が
恐
憧
と
し
て

聞
い
て
い
る
。
い
と
も
独
善
的
な
孔
子
の
姿
な
の
だ
。
乙
乙
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の

規
範
の
中
核
は
孔
子
に
あ
る
。
い
か
に
も
悟
り
切
っ
た
よ
う
な
姿
の
動
か
な
い
悩
ま
な

い
孔
子
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
姿
勢
は
、
ま
た
、
作
者
谷
崎
潤
一
郎
の
姿
勢
と
も
一

致
す
る
。
「
此
の
言
葉
は
、
彼
の
貴
い
論
語
と
云
ふ
書
物
に
載
せ
ら
れ
て
、
今
日
迄
伝

は
っ
て
居
る
。
」
と
い
う
一
文
で
乙
の
作
品
は
終
わ
る
が
、
そ
乙
に
も
、
気
障
っ
ぽ
い

才
子
然
と
し
た
作
者
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
興
を
さ
ま
す
。

こ
の
作
品
の
中
心
の
話
は
、
衛
の
霊
公
と
そ
の
妃
南
子
、
そ
し
て
孔
子
と
の
や
り
と

り
で
あ
る
が
、
話
の
主
限
は
、
南
子
の
美
し
さ
、
か
ぐ
わ
し
い
香
料
、
酒
食
の
記
載
に

あ
る
。
如
伺
に
美
し
い
か
、
如
何
に
素
晴
ら
し
い
か
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
家
莫
と
し

た
孔
子
一
行
は
、
次
第
に
光
を
そ
が
れ
て
い
く
。
そ
乙
に
は
、
す
く
な
く
も
、
政
美
主

義
者
谷
崎
の
面
白
が
躍
如
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
地
の
書
」
で
あ
る
。

「
論
語
物
語
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
渡
し
場
で
孔
子
一

rη
は
道
に
迷
う
。
近
く
の

畑
で
働
い
て
い
た
百
姓
に
道
を
聞
き
に
い
っ
た
子
路
は
、
そ
の
百
姓
が
実
は
隠
士
で
、

今
の
、
乙
の
泥
々
の
世
に
渡
船
を
求
め
た
と
て
無
理
で
、
思
い
切
っ
て
こ
の
世
全
体
に

見
き
り
を
つ
け
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
さ
と
さ
れ
る
。
帰
っ
て
そ
れ
を
話
す
子
路
に
、

孔
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
山
野
に
放
吟
し
、
鳥
獣
を
友
と
す
る
の
も
、
な
る
ほ
ど
一
つ
の
生
き
か
た
で
あ
る

か
も
知
れ
芯
い
。
し
か
し
、
わ
し
に
は
真
似
の
で
き
な
い
ζ

と
ぢ
ゃ
。
わ
し
に
は
、
そ

れ
が
卑
怯
者
か
、
徹
底
し
た
利
己
主
義
者
の
進
む
道
の
や
う
に
思
へ
て
な
ら
な
い
の
ぢ

ゃ
。
わ
し
は
た
だ
、
あ
た
り
ま
へ
の
入
閣
の
道
を
、
あ
た
り
ま
へ
に
歩
い
て
見
た
い
。

つ
ま
り
、
人
間
同
志
で
苦
し
む
だ
け
苦
し
ん
で
見
た
い
、
と
い
ふ
の
が
わ
し
の
心
か
ら

の
顕
ひ
ぢ
ゃ
。
そ
こ
に
わ
し
の
喜
び
も
あ
れ
ば
、
安
心
も
あ
る
。
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「
わ
し
に
云
は
せ
る
と
、
濁
っ
た
世
の
中
で
あ
れ
ば
乙
そ
、
そ
の
中
で
苦
し
ん
で
見

た
い
の
ち
ゃ
。
正
し
い
道
が
行
は
れ
て
ゐ
る
世
の
中
な
ら
、
今
頃
わ
し
も
、
か
う
あ
く

せ
く
と
旅
を
つ
Y
け
て
ゐ
は
し
ま
い
。
」

子
路
は
、
師
の
こ
と
ば
を
涙
を
う
か
べ
て
聞
く
、
隠
士
の
こ
と
ば
に
一
寸
で
も
心
の

動
い
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く
、
孔
子
に
心
か
ら
わ
び
た
い
気
持
に
な
る
。
彼
は
、
「
人

生
の
苦
難
を
抱
き
し
め
て
澄
み
切
っ
て
ゐ
る
望
者
」
の
姿
を
、
そ
乙
に
見
出
す
の
で
あ

る
。
美
し
い
師
弟
絵
図
が
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
核
は
、
あ
く

ま
で
、
中
庸
の
人
孔
子
で
あ
る
。
孔
子
は
い
つ
も
大
き
く
ふ
わ
り
と
弟
子
達
を
お
h

っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
倫
理
体
系
と
し
て
の
孔
門
一
行
の
行
動
が
示
め
さ
れ
て
い
る
。
孔

子
の
道
は
天
の
道
に
つ
ら
な
る
と
い
え
よ
う
。

同
じ
構
図
を
「
弟
子
」
で
な
が
め
て
み
よ
う
。
孔
子
の
一
行
に
遅
れ
て
、
一
人
そ
の

あ
と
を
追
っ
て
い
た
子
路
は
、
一
夜
を
老
人
の
隠
者
の
家
に
過
ご
す
。
そ
の
邸
内
に
は
、

貧
し
き
中
に
融
々
た
る
豊
か
さ
が
あ
る
。
老
人
父
子
の
生
活
に
は
、
い
か
に
も
充
ち
た

り
た
和
や
か
さ
が
あ
る
。
そ
の
夜
、
今
の
世
に
周
の
古
法
を
施
そ
う
と
す
る
孔
門
の
や

り
方
は
、
ち
ょ
う
ど
、
陸
に
舟
を
や
る
が
ご
と
き
も
の
だ
と
か
、
猿
狙
に
局
公
の
服
を

着
せ
て
も
し
か
た
が
伝
い
と
か
、
老
人
は
子
路
に
向
っ
て
説
く
。
反
論
を
試
み
な
が
ら

も
、
こ
の
老
人
父
子
の
隠
や
か
な
生
活
を
見
る
に
つ
け
て
、
子
路
は
幾
分
の
羨
望
を
禁

じ
え
な
い
。
翌
朝
、
老
人
の
家
を
辞
し
て
、
孔
子
一
行
の
後
を
追
い
な
が
ら
、
子
路
は

老
人
と
孔
子
を
並
べ
て
考
え
て
み
る
。

「
孔
子
の
明
察
が
あ
の
老
人
に
劣
る
訳
は
な
い
。
孔
子
の
欲
が
あ
の
老
人
よ
り
も
多

い
訳
は
な
い
。
そ
れ
で
ゐ
て
尚
E
つ
己
を
全
う
す
る
途
を
棄
て
道
の
為
に
天
下
を
周
遊

し
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ふ
と
、
急
に
、
昨
夜
は
一
向
に
感
じ
な
か
っ
た
憎
悪
を
、
あ
の
老

人
に
対
し
て
覚
え
始
め
た
。
午
近
く
、
漸
く
、
透
か
前
方
の
真
青
伝
麦
畠
の
中
の
道
に

一
団
の
人
影
が
見
え
た
。
其
の
中
で
特
に
際
立
っ
て
丈
の
高
い
孔
子
の
姿
を
認
め
得
た

時
、
子
路
は
突
然
、
何
か
胸
を
緊
め
付
け
ら
れ
る
や
う
な
苦
し
さ
を
感
じ
た
。
」

「
鼠
麟
」
の
い
か
に
も
夫
子
然
と
し
た
孔
子
、
「
論
語
物
語
」
の
苦
悩
す
る
孔
子
に

対
し
て
、
「
弟
子
」
の
乙
の
部
分
に
は
、
孔
子
自
身
は
登
場
し
な
い
。
も
だ
え
苦
し
む

の
は
子
路
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
、
そ
の
動
き
の
中
心
は
、
老
人
に
対
す
る
憎
悪
の

感
情
に
あ
る
。
老
人
の
論
そ
の
も
の
に
対
し
て
怒
り
を
感
ず
る
の
で
な
く
、
苦
し
む
孔

子
に
対
し
て
義
憤
と
、
緊
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
苦
し
さ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
彼

に
は
そ
う
い
う
不
当
さ
が
許
せ
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
い
う
義
の
意
識
の
、
一
要
素
は

そ
れ
で
あ
る
。

義
に
は
今
一
つ
の
要
素
が
あ
右
。
そ
れ
は

h

没
利
害
の
意
識
で
あ
る
。
金
銭
観
の
問

題
と
い
っ
て
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
孔
子
が
子
路
に
認
め
た
最
大
の
美
点
は
こ
の
「
没

利
害
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
李
陵
」
に
お
け
る
司
馬
遷
に
し
て
も
向

'
じ
事
が
い
え
る
。
何
の
利
得
に
も
な
ら
な
い
李
陵
の
た
め
に
弁
じ
て
、
罰
を
受
け
て
も
、

彼
は
そ
の
受
け
る
原
因
に
つ
い
て
は
苦
し
ま
な
い
。
「
自
ら
顧
み
て
嫉
し
く
な
け
れ
ば
、

そ
の
や
ま
し
く
な
い
行
為
が
、
ど
の
や
う
な
結
果
を
来
た
さ
う
と
も
、
士
た
る
者
ば
そ

れ
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
。
」
そ
の
よ
う
に
彼
は
思
う
。
こ
う
い
っ
主
要

素
を
ま
と
め
て
私
は
か
り
に
義
の
意
識
と
名
づ
け
て
み
た
い
。

-c9ー

第
三
に
い
う
正
直
の
意
識
と
は
、
文
字
通
り
、
う
そ
、
偽
り
、

C
ま
か
し
を
厭
う
態

度
を
い
う
。
孔
子
の
門
に
入
っ
た
子
路
は
、
そ
れ
ま
で
の
乱
暴
を
止
め
孝
行
を
つ
く
す
。

親
戚
中
の
評
判
で
、
褒
め
ら
れ
る
が
、
子
路
は
納
得
し
な
い
。
「
親
孝
行
ど
こ
ろ
か
、

喧
ば
か
り
つ
い
て
ゐ
る
様
な
気
が
し
て
仕
方
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
我
鐙
を
云
っ
て
親

を
手
古
摺
ら
せ
て
ゐ
た
頃
の
方
が
、
ど
う
考
へ
で
も
正
直
だ
っ
た
の
だ
。
今
の
自
分
の

偽
り
に
喜
ば
さ
れ
て
ゐ
る
親
達
が
少
々
情
無
く
も
思
は
れ
る
」
の
で
あ
る
。
自
分
の
偽

り
を
偽
り
と
考
え
る
、
こ
れ
が
正
直
で
あ
る
。

親
に
対
し
た
こ
の
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
彼
は
決
し
て
ゆ
ず
ら

な
い
。
そ
う
い
う
彼
だ
か
ら
、
い
つ
も
大
き
な
墜
に
ぶ
つ
か
る
。
例
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

「
大
き
な
疑
問
が
一
つ
あ
る
。
子
供
の
時
か
ら
の
疑
問
な
の
だ
が
、
成
人
に
な
っ
て

も
老
人
に
な
り
か
か
っ
て
も
未
だ
に
納
得
で
き
な
い
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
れ
は
、



誰
も
が
一
向
に
怪
し
ま
う
と
し
な
い
事
柄
だ
。
邪
げ
か
栄
え
て
正
民
虐
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
、

あ
り
き
た
れ
の
事
実
に
就
い
て
で
あ
る
。
比
事
実
に
ぶ
つ
か
る
毎
に
、
一
子
路
、
は
心
か
ら

の
悲
憤
を
発
し
な
い
で
は
ゐ

ιれ
江
い
。
i

何
能
芯
ゲ
伺
故
さ
う
な
の
だ
q-
」

彼
に
と
百
て
、
そ
う
い
う
不
正
が
憎
悪
の
対
象
に
な
る
。
彼
は
そ
れ
が
許
せ
な
い
、

許
せ
な
い
が
故
に
そ
れ
に
の
め

ι」
ん
で
い
心
。
全
体
を
み
る
前
に
、
も
う
そ
の
部
分
に

乙
だ
わ
っ
て
動
け
な
く
な
る
の
で
あ
る
~
σ
こ
れ
も
狼
疾
と
い
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
っ
た
、
恥
の
意
識
、
義
の
意
識
、
正
直
の
意
識
の
三
つ
を
総
括
し
て
、
士
の

意
識
と
私
は
言
い
た
い
。
男
子
と
い
℃
一
弘
乙
こ
ま
で
は
ゆ
ず
れ
み
が
、
乙
ζ

か
ら
は
決

し
て
ゆ
ず
れ
な
い
、
そ
う
い
う
意
識
の
世
界
を
中
島
は
も
っ
て
れ
た
じ
思
う
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
、
こ
う
い
う
意
識
の
流
れ
は
、
中
島
の
生
涯
を
通
じ
て
容
在
し
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
儒
家
の
出
身
の
故
か
も
し
れ
伝
い
、
あ
る
い
は
、
徳
富
麓
花
の
「
思
出

の
記
」
の
全
体
に
流
れ
る
奇
妙
な
潔
癖
性
や
二
葉
亭
四
迷
の
中
に
存
す
る
正
・
直
と
か
、

男
子
畢
生
の
住
事
と
か
か
っ
た
よ
う
な
意
識
な
ど
の
底
に
み
ら
れ
る
、
士
族
の
意
識
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
乙
の
意
識
が
、
彼
の
甲
羅
を
、
彼
の
体
質
を
作
り
あ
げ
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

虫
疾
や
狼
疾
は
、
結
局
は
そ
う
い
っ
た
士
の
意
識
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
、
成
長
し
て

い
っ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
乙
の
意
味
で
の
武
士
と
町
民
の
文
学
の
峻
別
は
可
能
か

も
し
れ
な
い
。
出
身
を
云
々
す
る
の
で
は
な
い
、
意
識
の
問
題
と
し
で
で
み
る
。

と
も
あ
れ
、
乙
の
構
菌
を
も
う
一
度
見
直
す
な
ら
ば
、
虫
疾
の
陰
に
恥
の
意
識
が
あ

り
、
狼
疾
の
陰
に
義
や
正
直
ぬ
意
識
が
存
す
「
る
よ
う
に
思
え
る
。
行
動
で
き
な
い
の
は

恥
の
意
識
の
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
こ
で
じ
め
じ
め
す
る
の
が
虫
疾
で
あ
る
。
あ
る
、
一
部

の
も
の
に
乙
だ
わ
り
、
全
体
ま
で
棄
て
て
し
ま
う
の
が

J

義
や
正
直
の
意
識
で
あ
り
、
そ

こ
で
動
恥
な
く
な
る
の
が
動
疾
で
あ
る
。

衛
の
内
乱
に
臨
み
、
同
一
じ
く
孔
門
の
出
身
で
、
衝
に
仕
え
て
い
た
子
悉
は
素
早
く
逃

亡
す
る
が
、
子
路
は
身
を
す
て
乱
軍
の
中
に
突
入
し
て
い
く
。

「
:
:
:
冠
が
落
ち
る
。
倒
れ
往
が
ら
、

u

子
路
は
手
を
伸
ば
じ
て
冠
を
拾
ひ
、
正
し
く

頭
に
着
け
て
奈
遠
心
鰻
を
絡
ん
だ
。
敵
の
刃
の
下
で
、
真
赤
に
血
る
浴
び
た
子
路
が
、

最
期
の
力
あ
較
つ
で
絶
叫
す
る
。

『
見
よ
!
君
子
は
、
冠
を
、
正
し
う
し
て
、
死
ぬ
も
の
だ
ぞ
!
』
」

〈
「
弟
子
」
)

結
局
、
私
ぬ
い
う
「
士
」
の
意
識
は
彼
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
て
流
れ
た
も
の
で
あ
る

と
思
う
。
そ
の
故
に
後
は
虫
疾
を
患
う
。
あ
ら
わ
な
時
四
情
の
表
出
ゃ
、
素
朴
な
没
入
が

出
来
な
い
。
彼
は
奇
妙
な
衿
侍
の
姿
勢
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
広
く
考
え
れ
ば
、
知
識
人

に
お
け
る
工
引
l
ト
似
意
識
と
、
そ
の
挫
抗
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
そ
の
己
れ
の
性
情
に
正
直
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
己
れ

の
全
体
が
崩
れ
お
う
と
ら
れ
と
わ
伝
い
と
い
う
意
識
の
流
れ
を
、
狼
疾
と
呼
ん
で
き

た
が
、
こ
の
こ
じ
は
、
実
は
、
v
虫
疾
の
対
症
療
法
と
し
て
狼
疾
が
起
き
て
く
る
の
だ
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
狼
疾
に
よ
っ
て
虫
疾
を
治
そ
う
と
す
る

-40-

乙
と
で
あ
る
。

話
は
、
も
う
虫
疾
、
狼
疾
の
療
法
の
問
題
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
我
に
こ
だ
わ
る
心
情
を
脱
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
自
我
を
す
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
今
度
は
思
い
き
っ
て
そ
の
自
我
に
徹
し

き
る
方
法
が
あ
石
。
そ
れ
が
狼
疾
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
自
我
片
山
こ
だ
わ
る
こ
と
に
息
己

を
か
け
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
自
我
に
こ
だ
わ
る
こ
と
、
ム
少
な
わ
ち
、
虫
疾
に
対

い
い
~
も
ど
も
た
彼
の
最
終
的
な
療
法
で
み
ヴ
た
と
い
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
方
法
的
に
一
つ
の
・
も
の
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
。
こ
だ
わ
り
、
こ

だ
わ
り
し
た
結
果
、
彼
は
事
物
追
求
の
徹
底
の
際
に
起
C
ゐ
必
然
的
な
帰
着
点
の
一
つ

と
し
て
の
、
「
存
在
へ
の
疑
惑
〕
と
「
漠
然
と
し
た
不
安
」
に
と
り
つ
か
れ
る
。
一
屑
に



こ
だ
わ
り
全
身
を
失
う
よ
う
に
、
彼
は
す
べ
て
の
存
在
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
結
果
、
す

べ
て
に
対
す
る
素
朴
な
反
応
の
方
法
を
見
失
う
の
で
あ
る
。

「
一
つ
の
文
字
を
長
く
見
詰
め
て
ゐ
る
中
に
、
何
時
し
か
其
の
文
字
が
解
体
し
て
、

意
味
の
無
い
一
つ
一
つ
の
線
の
交
錯
と
し
か
見
え
な
く
な
っ
て
来
る
」
(
「
文
字
稿
」
)

「
自
分
の
父
を
み
て
ゐ
て
も
、
い
つ
か
そ
の
思
い
に
と
り
つ
か
れ
る
。
あ
の
眼
と
あ

の
口
を
、
そ
の
他
あ
の
通
り
の
凡
て
を
備
え
た
一

λ
の
男
が
『
伺
故
自
分
の
父
で
あ
り
、

自
分
と
此
の
男
と
の
間
に
近
い
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
』
、
彼
は
樗
然

と

し

て

父

の

顔

を

見

直

す

。

」

(

「

狼

疾

記

」

)

そ
の
結
果
、
そ
の
解
明
を
期
し
な
が
ら
も
、
彼
は
ど
ん
と
ん
と
深
み
に
は
ま
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
何
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
不
信
が
い
つ
か
タ
鏡
念
と
し
て
で

な
く
、
彼
の
感
覚
と
し
て
体
内
は
し
み
つ
い
て
く
る
よ
う
な
気
が
?
る
。
そ
の
彼
に
と

っ
て
、
「
自
分
自
身
の
・
心
か
ら
納
得
の
行
く
・
『
実
在
に
対
す
る
評
価
憎
が
有
ち
度

か
っ
た
の
だ
ι

曲
り
く
ね
勺
た
論
理
を
辿
っ
て
見
て
、
は
て
お
J

俺
の
存
在
弘
幸
福
な
の
ピ

ぞ
、
と
、
自
分
を
説
得
し
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
幸
福
な
の
で
は
、
仕
方
な
か
っ
月
た
の
だ
」

(
「
狼
疾
記
」

γ
と
い
る
こ
と
に
な
る
。

d

?

F

カ
フ
カ
の
「
寄
」
は
彼
に
と
っ
‘
て
こ
た
え
る

Y
結
局
、
あ
の
脅
迫
観
念
忍
び
三
び
く

し
て
、
た
え
ず
正
体
の
知
れ
な
い
も
の
の
た
め
に
防
衛
に
専
念
す
る
市
、
宿
命
論
的
主
恐

怖
の
感
に
彼
は
同
化
じ
て
い
く
の
マ
あ
る
。

h

v

何

彼
は
、
観
念
か
お
は
じ
ま
h
J
、
殆
ん
ど
身
体
の
一
部
と
化
し
た
不
安
と
疑
惑
に
た
え

ず
い
ら
い
ら
悩
ま
さ
れ
る
。
?
手

「
わ
が
西
遊
記
」
に
お
け
る
沙
悟
浄
の
遍
臨
も
、
一
叫
北
方
行
一
」
に
お
は
る
伝
吉
や
三

迷
の
迷
妄
も
、
そ
の
解
明
の
た
め
と

T
え

よ

う

。

ぃ

-n
乙
の
形
而
上
学
的
な
不
安
の
終
極
的
命
題
の
一
勺
と
し
て
、
冷
徹
な
外
恒
和
市
凶
悪
意
と

で
も
い
え
る
も
の
を
彼
は
お
d

，t
。

武
田
泰
淳
氏
は
そ
れ
を
ζ

う
記
さ
れ
る
。

「
中
島
教
を
魅
惑
い
'
じ
た
も
の
ば
伺
物
で
」
あ
っ
た
ら
う
か
。
例
へ
ば
ぞ
れ
は
、
一
子
が
父

を
憎
む
こ
と
、
父
が
子
を
恐
れ
る
こ
と
、
は
て
は
子
が
父
を
殺
す
ζ

と
な
ど
で
あ
っ
た
。

乙
れ
は
暗
ゃ
、
あ
一
ザ
一
う
べ
か
ら
ざ
る
ほ
ど
の
暗
い
事
実
だ
。
人
聞
が
あ
れ
ほ
ど
大
切
に

守
っ
て
ゐ
る
も
の
、
そ
の
中
に
身
を
置
い
て
安
心
し
、
そ
こ
に
と
じ
こ
も
っ
て
世
簡
を

眺
め
ら
れ
る
盤
垂
の
や
う
芯
倫
理
道
徳
を
、
そ
の
石
垣
の
一
つ
一
つ
、
そ
の
煉
瓦
の
一

片
づ
つ
を
蝕
み
、
ゆ
る
ま
せ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
と
剥
落
せ
し
む
る
事
実
で
あ
る
。
」
(
「
中

島
教
の
狼
疾
に
帆
つ
い
で
」
)

氏
の
論
ぜ
ら
れ
る
、
こ
う
い
っ
た
世
界
の
底
に
、
前
述
の
よ
う
な
、
意
識
の
世
界
の

変
遷
が
あ
っ
た
ζ

と
は
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
冷
徹
な
外
界
の
悪
意
と
は
、
人
と
人
と
の
約
束
事
で
あ
る
倫
理
道

徳
を
根
底
か
ち
く
ず
し
て
い
く
と
乙
ろ
の
、
人
が
ず
っ
と
以
前
、
原
始
の
段
階
に
も
つ

で
い
た
九
意
識
以
前
の
世
界
の
も
の
な
の
で
あ
あ
。
例
え
ば
一
、
ャ
「
牛
九
」
は
、
そ
う
い

世
に

e
i

意
識
以
前
の
混
沌
と
い
た
も
の
に
対
す
忍
恐
れ
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
魯
の
名
大
夫
叔
孫
豹
が
、
憧
偉
で
、
限
が
深
ぐ
凹
み
、
獣
の
よ
う
な
突
き
出
た
口

あ
し
た
♂
全
体
が
真
黒
佳
、
手
牛
に
似
た
感
じ
の
、
わ
が
子
童
生
TGK緩
一
軒
れ
る
話
で
あ
る
。

病
を
得
お
叔
孫
豹
は
冷
寵
愛
す
る
、
じ
か
し
後
嗣
に
す
毛
意
志
は
お
一
い
霊
牛
lu
か
怠
室

そ
の
た
め
べ
孫
豹
の
船
出
一
丈
量
子
の
2
り
、
一
人
は
殺
さ
れ
、
一
人
は
他
国
民
奔
ち
さ

れ
る
。
に
よ
ラ
や
会
一
気
づ
い
た
叔
孫
が
霊
牛
に
疑
い
を
か
け
る
一
が
お
最
雫
お
¥
そ
く
、

i

霊
牛

し
か
永
れ
荏
や
部
屋
ぬ
中
で
、
叔
孫
豹
は
食
物
も
も
〆
り
え
な
い
。
誰
か
応
助
け
を
求
め

よ
う
と
Jb
で
も
そ
の
手
段
が
無
九
吋
の
で
あ
る
JF
餓
と
病
気
で
死
に
か
一
け
た
叔
孫
豹
が
ふ

と
傍
を
み
あ
げ
る
A'

牛
伸
明
人
間
離
れ
の
-b
た
冷
酷
さ
を
湛
え
で
、

J

静
か
に
見
下
し
て
い

ザ
令
。

J

対

一

九

‘

4 
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「
其
の
貌
は
最
早
人
間
で
は
な
く
、
真
黒
な
原
始
の
混
沌
に
根
を
生
や
し
た
一
個
の

物
の
や
う
に
思
は
れ
る
e

叔
孫
は
骨
の
髄
ま
で
凍
る
恩
ひ
が
し
た
。
己
を
殺
さ
う
と
す



る
一
人
の
一
男
に
対
す
る
恐
怖
で
は
な
い
。
寧
ろ
、
世
界
の
さ
び
し
い
悪
意
と
い
っ
た

様
な
も
の
へ
の
、
遜
っ
た
纏
れ
に
近
日
。
最
早
先
刻
迄
の
怒
は
運
命
的
な
畏
怖
感
に
圧

倒
さ
れ
て
了
っ
た
。
今
は
此
の
男
に
刃
向
は
う
と
す
る
気
力
も
失
せ
た
の
で
あ
る
。
」

人
間
の
意
志
の
存
在
す
る
悪
意
な
ら
認
め
る
、
反
抗
も
す
る
・
。
し
か
し
、
乙
れ
は
運

命
的
な
外
界
の
悪
意
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
で
は
人
が
い
く
ら
も
が
い

て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

南
洋
の
島
々
の
風
物
抄
的
な
「
環
礁
」
の
中
に
あ
る
、
「
寂
し
い
島
」
も
、
そ
う
い

っ
た
命
題
を
追
求
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
島
に
は
乙
乙
数
十
年
に
子
供
が
一

人
し
か
生
ま
れ
て
い
な
い
。
気
候
も
産
物
も
他
の
島
と
変
わ
ら
な
い
の
に
た
だ
子
供
だ

け
が
生
ま
れ
伝
い
の
で
あ
る
。
二
年
前
に
は
三
百
近
く
い
た
人
口
は
今
で
は
百
七
八
十

人
に
へ
つ
戸
て
い
る
。
何
故
子
供
が
生
ま
れ
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
い
て
言
え
ば
、

神
が
乙
の
島
を
滅
ぼ
そ
う
と
決
意
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
ひ
と
り
、
渚
を
歩
い
て
い

て
、
チ
ラ
チ
ラ
と
足
下
を
走
る
蟹
に
気
づ
く
。
此
の
島
の
人
間
ど
も
が
死
に
絶
え
た
後

に
は
、
乙
の
小
蟹
ど
も
が
此
の
島
を
領
す
る
の
で
あ
ろ
っ
か
と
思
う
と
、
.
妙
に
う
そ
寒
い

気
持
が
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
現
象
を
通
し
て
、
「
私
は
、
人
類
の
絶
え

て
了
っ
た
あ
と
の
、
誰
も
見
る
者
も
無
い
・
暗
い
天
体
の
整
然
た
る
運
転
を
l
l
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
の
言
ふ
・
巨
大
な
音
響
を
発
し
つ
つ
廻
転
す
る
無
数
の
球
体
共
の
様
子
を
想
像

し
て
見
た
。
何
か
荒
々
し
い
悲
し
み
に
似
た
も
の
が
、
ふ
っ
と
、
心
の
底
か
ら
湧
上
つ

来
る
や
う
で
あ
っ
た
。
」
と
彼
は
そ
の
世
界
へ
の
恐
れ
を
の
べ
る
。
人
聞
の
の
が
れ
な

い
運
命
が
、
ま
た
、
外
界
の
も
た
ら
す
底
知
れ
ぬ
冷
た
い
宿
命
的
な
も
の
が
、
そ
ζ

に

は
冷
然
と
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

傍
見
す
れ
ば
、
乙
れ
は
「
観
念
の
遊
戯
」
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
う
い
う
恐
れ
を
構

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
何
に
な
る
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
私
は
こ
こ
で
文
学
-
や

論
理
の
有
効
性
を
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
。
問
題
は
、
中
島
の
狼
疾
の
度
合
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
現
に
狼
疾
を
患
っ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
い
中
島
自
身
で
あ
る
の
だ

か
ら
。
今
は
、
た
だ
、
そ
乙
に
焦
点
を
お
き
た
い
の
だ
。

形
而
上
学
的
不
安
の
終
極
的
な
命
題
の
、
も
う
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
彼
は
天
を
お

く
。
彼
の
形
而
上
学
的
観
念
論
の
極
点
は
、
「
天
」
の
容
在
を
お
く
乙
と
に
よ
り
、
自

己
の
思
考
の
よ
り
か
か
る
、
最
後
の
基
本
輸
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
彼
は
地
図
駄
を
踏
む
思
ひ
で
、
天
と
は
何
だ
と
考
へ
る
。
天
は
何
を
見
て
ゐ
る
の

だ
。
其
の
様
な
運
命
を
作
り
あ
げ
る
の
が
天
な
ら
、
自
分
は
天
に
反
抗
し
な
い
で
は
ゐ

ら

れ

な

い

。

」

(

「

弟

子

」

)

子
路
は
惑
の
栄
え
る
の
を
み
る
に
つ
け
そ
う
思
う
。

同
じ
構
図
で
逆
の
結
果
は
、
「
李
陵
」
に
出
て
く
る
。
胡
地
に
捕
え
ら
れ
、
想
像
を

絶
し
た
困
昔
、
欠
乏
、
酷
寒
、
孤
独
の
中
で
、
ま
る
で
、
運
命
と
意
地
の
張
り
合
い
を

し
て
い
る
か
の
よ
う
に
生
き
る
蘇
武
。
一
体
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
何
故
自

ら
の
命
を
断
た
な
い
の
か
李
陵
に
は
不
思
議
に
思
え
る
。
蘇
武
は
、
自
分
が
再
び
漢
に

迎
え
ら
れ
る
こ
と
は
国
よ
り
、
自
分
が
乙
ん
な
無
人
の
地
で
困
苦
と
戦
い
つ
つ
あ
る
こ

と
を
漢
は
お
ろ
か
旬
奴
の
単
子
に
さ
え
伝
え
ら
れ
る
の
を
期
待
し
な
い
。
誰
に
も
認
め

ら
れ
ず
独
り
死
ん
で
行
く
に
違
い
な
い
。
そ
の
最
後
の
日
に
、
自
ら
顧
り
み
て
、
最
後

ま
で
運
命
を
笑
殺
し
え
た
乙
と
に
満
足
し
て
死
ん
で
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
李
陵

は
か
つ
て
単
乎
を
狙
い
な
が
ら
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
と
も
、
何
奴
の
地
を
脱
走
し
な

け
れ
ば
空
し
く
漢
に
ま
で
伝
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
乙
と
を
恐
れ
た
自
分
と
く
ら
べ
て

み
て
冷
汗
の
出
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
乙
の
蘇
武
の
厳
し
さ
の
前
に
は
己
の
行
為
に

対
す
る
唯
一
の
弁
明
で
あ
っ
た
自
分
の
苦
悩
が
一
た
ま
り
も
な
く
圧
倒
さ
れ
る
の
を
感

ず
る
の
で
あ
る
。

後
、
蘇
武
が
、
偶
然
に
漢
に
帰
れ
る
よ
う
に
伝
っ
た
時
、
李
陵
の
心
は
流
石
に
動
揺

す
る
。「

再
び
漢
笠
戻
れ
よ
う
と
一
戻
一
れ
ま
い
と
蘇
武
の
偉
大
き
に
変
り
は
無
く
、
従
っ
て
陵
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の
心
の
答
た
る
に
変
り
は
な
い
に
違
ひ
な
い
が
、
併
し
、
天
は
矢
張
り
見
て
ゐ
た
の
だ

と
い
ふ
考
へ
が
李
陵
を
い
た
く
打
っ
た
。
見
て
ゐ
な
い
ゃ
う
で
ゐ
て
、
や
っ
ぱ
り
天
は

見
て
ゐ
る
。
」
、

療
法
の
問
題
か
ら
す
こ
し
横
道
に
そ
れ
た
か
の
感
が
あ
る
が
、
私
な
り
に
い
え
ば
、

乙
の
形
而
上
学
的
不
安
の
終
極
的
な
命
題
の
追
求
手
の
京
め
が
、
狼
疾
の
重
要
な
対
症
療

法
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
乙
の
た
え
ざ
る
追
求
に
よ
っ
て
、
中
島
は
単
位
る
知
識

人
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
デ
イ
レ

y
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
を
脱
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
た
の
で

は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
狼
疾
体
震
に
対
す
る
狼
疾
療
法
と
で
も

い
，
ぇ
ト
?
っ
。

四

結
局
、
中
島
に
対
す
る
、
最
終
の
評
価
の
輸
は
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
わ

が
西
遊
記
」
で
中
島
の
作
り
だ
し
た
世
界
は
、
里
見
詰
の
「
三
人
の
弟
子
」
ゃ
、
田
中

英
光
の
「
我
が
西
遊
記
」
と
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
、
中
島
特
有
の
浦
町
然
と
し
た
文
体

と
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
人
間
形
成
小
説
の
見
事
な
結
晶
と
し
て
、
そ
の
価
を
認
め
た

い
。
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
「
狼
疾
記
」
や
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
と
同
様
の
体

質
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
や
は
り
何
ら
か
の
知
識
人
特
有
の
卑
劣
な
自
己

肯
定
、
自
己
正
当
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
中
島
の
こ
と
ば
で
い

え
ば
、
乙
の
債
で
は
、
「
何
処
か
、
(
非
常
に
微
妙
な
点
に
於
て
)
欠
け
る
所
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
」
〈
「
山
月
記
b
、
そ
の
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
自
己
肯
定
が
、
自
己
肯
定
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
自
我
に
支
え
ら
れ

て
確
立
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
評
価
は
ま
た
違
っ
て
乙
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
て
こ
と
な
る
の
が
、
狼
疾
と
い
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
中
島
の
作
家
と
し
て
評
価
の
論
定
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

私
自
身
に
関
し
て
、
今
一
っ
つ
け
加
え
れ
ば
、
中
島
が
い
か
に
生
き
た
か
と
い
う
ζ

と
が
、
ま
た
、
向
後
の
私
の
い
か
に
生
き
る
か
の
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
論
ず
る
魅
幅
は
す
で
に
早
く
か
ら
な
い
。
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